








自動で受け取り

配৴ܕतࢧۀԉのごҊ内

तۀ༻資料

新教科書が使用される令和３年度から，配信型授業支援サービス「センセイエール」
を開始予定です。メールアドレスをご登録いただくと，毎週そのアドレスに

板書例・指導案・ワークシート用データなど明日の授業に役立つ素材が届きます。
※同じデータは指導書にも付属しています。

【課題】 水溶液から溶質を固体として取り

出すには， どのようにすればよいか。
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※デジタル教科書／指導書の内容，および配信型授業支援の内容は変更になることがあります。
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【仮説】

・ 加熱して水を蒸発させる。

・ 水溶液の温度を下げる。

・ �塩化ナトリウム水溶液は， 温度を下げ

ても固体が出てこないのではないか。

【方法】
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見 方

考え方

この
時間の
課題

　無脊椎動物は，脊椎動物よりもはるかに種類が多く，からだ

のつくりもさまざまである。たとえば，小学校で学んだ昆
こん

虫
ͪゅう

や，

魚屋で見られるイカや貝などは無脊椎動物である。これらの動

物も，脊椎動物の分類と同じように，からだのつくりをもとに

分類されている。
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⁞　からだをࢧえるはたらきのある，
かたい部分を骨֨という。節動
物のからだの中には骨֨がない。
　　外骨֨に対して，脊椎動物のよ
うに，骨֨がからだの中にある場
合，これを内骨֨という。

無
む

脊
せき

椎
つい

動物2
無脊椎動物にはどのような
分類があるか。

  比
ひ

較
かく

して分類する

　昆虫のからだのつくりを観察すると，胴
どう

体
たい

や足がかたい殻
から

に

おおわれていることがわかる。昆虫のからだの外側をおおう殻

を外
がい

骨
こっ

格
かく

と
⁞

いい，外骨格には節
ふし

がある。このような，外骨格

をもち，からだに節のある動物をまとめて節足動物という（図
10）。

　節足動物の分類には昆
こん

虫
ͪゅう

類
るい

や甲
こう

殻
かく

類
るい

がある。トンボ，バッ

タ，カブトムシなどは昆虫類に分類され，そのからだは，頭部，

胸部，腹部に分かれていて 3対（6本）のあしがある。エビや

カニなどは甲殻類に分類される。節足動物には，昆虫類や甲殻

類以外にも，クモのなかまやムカデのなかまなどがある。


だっ

ൽ
ͽ

をくり返して成長する（βリΨニ）

  動物には，種類によって
「似ているところ・ちがう
ところ」がある
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（a）ࠛྨ
トンϘ，όッタ，
ηミ，カϒトムシ，
ϋチ，チョウなど

（C）ྨ֪ߕ
ΤϏ，カニ，ミδンコ，
ダンΰムシ，フδツϘ
など

（D）Ϋモのなか·
クモ，サιリなど

（E）ϜΧデのなか·
ムカデ，ήδ，
Ϡスデなど

節足動物以外に，どのような無脊椎
動物がいるでしょうか。

これまでに知られている動物は 130 ສ種類である。このうち 100 ສ種類Ҏ上は節動物
であり，さらにその大部分は昆虫類である。

ノコギリクワガタ

アブラゼミ

ミジンコ

あし

アカフジツボ

ダンゴムシ

マダラサソリ

頭部

胸部

腹部
頭胸部

腹部

頭部


どう

部
ぶ

いΖいΖなઅ動物

この
時間の
まとめ

・ 無脊椎動物の分類のひとつに節
足動物がある。
・ 節足動物のなかまには昆虫類や
甲殻類がある。

資料

ヤスデ
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見 方

考え方

この
時間の
課題

混合物を加熱してエタ
ノールの沸点に達したら，
エタノールだけが沸とう
するのかな？

どちらも液体で，
ろ過することはで
きないね。

水とΤλノールのࠞ߹物から，Τλノールをऔりग़すにはどう
したらよいか。

エタノールと水は，
沸点がちがうね。

エタノールが沸とうしているの
か，水が沸とうしているのか確
かめるには，まず沸とうした気
体を集めなければいけないね。

水もエタノールも無色透明だね。
集めた気体がどちらなのかを確
かめるには，どうすればいいだ
ろう。

蒸留2
水とエタノールの混合物から，エ
タノールを取り出すにはどうした
らよいか。

 混合物の沸点
  混合物の沸とうと物質の沸点
のちがいを関係づける

水とエタノールの混合物を分ける探 究6

?

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図13   Τλノールと水のࠞ߹物をつくる
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教科書を自分の授業にいかせる

৽教科書のごҊ内

तͮۀ Γ͘のώϯτ�͕͑ݟΔ
授業改善をしていきたいけど，どこから変えていいのか…
今までの自作プリントを変えずに，そのまま授業しがち…

この࣌間で設ఆする՝の
いかけのྫを示しています。

この࣌間の՝を解ܾすると
きにはたらかͤる「ํݟ」「考
͑ํ」です。
ͦのষでԿճもѻ͏ओなࣝ
・ཧ解を「ํݟ」としたとき，ま
た，考͑るためのํ๏ʢൺべ
る，ؔ࿈づける，などʣを「考
͑ํ」としたときのྫを示し
ています。

この࣌間で設ఆした՝
にରするまとめのྫ
を示しています。

・ 無脊椎動物の分類のひとつに節

・ 節足動物のなかまには昆虫類や

を示しています。

考え方魚屋で見られるイカや貝などは無脊椎動物である。これらの動

物も，脊椎動物の分類と同じように，からだのつくりをもとに

分類されている。
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⁞　からだをࢧえるはたらきのある，
かたい部分を骨֨という。節動
物のからだの中には骨֨がない。

  

　昆虫のからだのつくりを観察すると，

おおわれていることがわかる。昆虫のからだの外側をおおう殻

見 方

考え方

この
時間の
課題

混合物を加熱してエタ
ノールの沸点に達したら，
エタノールだけが沸とう
するのかな？

どちらも液体で，
ろ過することはで
きないね。

ここに水とエタノールを混ぜた混合物があります。
この混合物から，ふたたびエタノールを取り出すに
はどのようにしたらよいでしょうか。

水とΤλノールのࠞ߹物から，Τλノールをऔりग़すにはどう
したらよいか。

エタノールと水は，
沸点がちがうね。

エタノールが沸とうしているの
か，水が沸とうしているのか確
かめるには，まず沸とうした気
体を集めなければいけないね。

水もエタノールも無色透明だね。
集めた気体がどちらなのかを確
かめるには，どうすればいいだ
ろう。

蒸留2
水とエタノールの混合物から，エ
タノールを取り出すにはどうした
らよいか。

 混合物の沸点
  混合物の沸とうと物質の沸点
のちがいを関係づける

水とエタノールの混合物を分ける探 究6

?
気づき

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図13   Τλノールと水のࠞ߹物をつくる

（あなたの仮説）
5

10
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だから
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ώϯτ

（E）ϜΧデのなか·
ムカデ，ήδ，
Ϡスデなど

節足動物以外に，どのような無脊椎

これまでに知られている動物は 130 ສ種類である。このうち 100 ສ種類Ҏ上は節動物
であり，さらにその大部分は昆虫類である。

アブラゼミアブラゼミアブラゼミ

ミジンコミジンコミジンコ

物のからだの中には骨֨がない。
　　外骨֨に対して，脊椎動物のよ
うに，骨֨がからだの中にある場
合，これを内骨֨という。

おおわれていることがわかる。昆虫のからだの外側をおおう殻

いい，外骨格には節
ふし

がある。このような，外骨格

をもち，からだに節のある動物をまとめて節足動物という（図

　節足動物の分類には昆
こん

虫
ͪゅう

類
るい

や甲
こう

殻
かく

類
るい

がある。トンボ，バッ

タ，カブトムシなどは昆虫類に分類され，そのからだは，頭部，

胸部，腹部に分かれていて 3対（6本）のあしがある。エビや

カニなどは甲殻類に分類される。節足動物には，昆虫類や甲殻

類以外にも，クモのなかまやムカデのなかまなどがある。
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節足動物以外に，どのような無脊椎
動物がいるでしょうか。

これまでに知られている動物は 130 ສ種類である。このうち 100 ສ種類Ҏ上は節動物
であり，さらにその大部分は昆虫類である。

見 方

考え方

この
時間の
課題

どちらも液体で，
ろ過することはで

蒸留
水とエタノールの混合物から，エ
タノールを取り出すにはどうした
らよいか。

混合物の沸点
  混合物の沸とうと物質の沸点
のちがいを関係づける

水とエタノールの混合物を分ける探 究66

物のからだの中には骨֨がない。
　　外骨֨に対して，脊椎動物のよ
うに，骨֨がからだの中にある場
合，これを内骨֨という。　昆虫のからだのつくりを観察すると，胴

どう

体
たい

や足がかたい殻
から

に

おおわれていることがわかる。昆虫のからだの外側をおおう殻

ώϯτ͕
ͨ͘͞ Μ
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͞Βʹ͑ߟΔɾʹͭ �͘ཧՊ
観察・実験で，「仮説」や「計画」を考える時間，
「考察」する時間をとりたいけど，学校行事などでなかなか確保できない…

生徒の実情を考えると，復習に時間をかけたい…

授業改善をしていきたいけど，どこから変えていいのか…
今までの自作プリントを変えずに，そのまま授業しがち…

年間指導計画
はこちら

余裕をもって
実情に応じた生徒の手当てができる

୳ڀʹ͠ ͔ͬΓऔΓΉ

・実験室を使う前に，
  仮説設定・計画立案として，
  教室で１時間使う。
・観察・実験を行ったあとの
  考察として，教室で１時間使う。

ఆணʹؒ࣌Λ͔͚Δ

・授業時間で基礎用語の
  定着にじっくり時間をかける。
・復習の時間にあてる。
・市販の問題集に取り組む。

必要なことを端的に学習する構成
本来の配当時間 １年１０５時間　　 この教科書の年間指導計画 ̓ � 時間

　　　　　　　 ２年１４０時間 　 　   　 年間指導計画 ̔ � 時間

　　　　　　　 ３年１４０時間　 　   　 年間指導計画 ̔ � 時間

ઌੜͷಇきํվֵɼतۀվળͷͨΊʹɼͲͷΑ͏ͳ͘;͏͕���͋Γ·͔͢ʁ

だから

さらに時間を短縮するワークシート（指導書付属）も使うことで…

例えばこんな時間の使い方…



探究のCan-Do List

ޫ学をΈ立て，ޫݯをஔくॴの目安にするため，ತϨンζ
のয点とয点ڑの � ഒのҐஔにҹをつ͚る。

1. 実験ஔをΈ立てる

凸レンズ（焦
しょう

点
てん

距
きょ

離
り

がわかっているもの），光学台，光源，スクリーン，ものさし

①光源装置と凸
とつ

レンズの位置を決め，スクリーンを動かして像ができる位置を確認する。
②光源装置の位置を変えると，それにともなって何が変わるか記録する。
③像の見え方を光線の作図とともにまとめる。

のڑをয点ݯޫ � ഒよりはな
れたアのҐஔにஔき，ತϨンζは
動かさないでεΫリーンだ͚を動
かし，εΫリーンに૾ができるҐ
ஔを探す。ͦのとき，࣍の � 点
をௐる。
ڑとತϨンζのݯޫ・　
　・ತϨンζと૾のڑ
　・ ૾ のେきさ（૾にものさしを

てて，ޫݯのେきさとൺる）
　・ ૾ の向き（ޫݯとಉじ向きか，

（向きかٯ

2. εΫリーンに૾をつくる

観  察観  察観  察

準備準備

方 法

য点

光ݯ

凸レンズ

スクリーン

য点ڑ

য点

য点ڑの
2ഒの位置

য点

光ݯ

スクリーン

凸レンズ

ア イ ウ Τ Φ

য点ڑの
2ഒの位置

য点ڑの
2ഒの位置

5
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凸レンズを
通して
光源を見る

凸レンズを
通して
光源を見る

ア イ ウ Τ Φ

をஔくҐஔをΠ，ウ，Τ，Φのようݯޫ
にগしͣつۙづ͚，2. とಉじようにし
てௐる。

3. のҐஔを変えるݯޫ

εΫリーンを動かしてもはっきりした૾が
できなくなったら，εΫリーンをはͣし，
εΫリーンଆからತϨンζを通してޫݯを
見てΈる。

4. εΫリーンに૾ができない߹をௐる

・像のでき方にはどのような決まりがあるか。

・像のでき方の決まりを光線の作図で表せるか。

光ݯの位置
（光ݯと凸レンズのڑ）

凸レンズと
像のڑ 像の大きさ 像の向き

ア　（　　Dm）
イ　（　　Dm）
ウ　（　　Dm）
Τ　（　　Dm）
Φ　（　　Dm）

像の見え方を表

でまとめる。

凸レンズによってできる
像の決まり

結 果
?

考 察
?

য点ڑの 2ഒの位置 য点

光ݯを近づけていく

スクリーン

凸レンズ

য点

スクリーンをどの位置に置いても
はっきりした像ができない

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方

凸
とつ

レンズのয
しょう

点
てん

ڑ
きょ


り

（　　　）Dm　光ݯの大きさ（　　　）Dm

5

10

5

10

15

20
15
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像のできる位置を探すときに，光源を動かしながらスクリーンも動かしていませんでしたか？
変えることができる条件を一度に２つ変えてしまうと，何を調べているかわからなくなりま
す。光源の位置は決めておいて，どこに像ができるかはスクリーンだけを動かして探しましょ
う。調べる条件を決めて実験することの大切さは，２年生で学習します。

時間内にデータ
がうまく取れな
かった…

結果・考察

次の時間は，凸レンズによってで
きる像の決まりをまとめます。

光ݯの位置
（凸レンズと光ݯのڑ）

凸レンズと像の
ڑ 像の大きさ 像の向き

ア　（25Dm） 18Dm 2.5Dm 上下左右逆
イ　（20Dm） 20Dm 3.5Dm 上下左右逆
ウ　（15Dm） 31Dm 7Dm 上下左右逆
Τ　（10Dm） スクリーンに像ができない。凸レンズをのぞくとぼやけて見える。

Φ　（5Dm） スクリーンに像ができない。凸レンズをのぞくと，実ࡍよりも光ݯ
が大きく見える。像の向きは光ݯと同じ。

ア，Π，ウ　スクリーン上に上下左右逆の像ができる。 Φ　凸レンズをのぞくと光ݯが大きく見える。

凸
とつ

レンズのয
しょう

点
てん

ڑ
きょ


り

10Dm　光ݯの大きさ3.5Dm

光ݯがয点に近いほど像は大きくなるが，像がうつるスクリーンの位置は凸レンズからԕくなる。

たとえばイの場合，
作図で説明するとこ
うなるね。

凸レンズによってできる

像の決まり

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

図��   探究 3 の結果ྫ

凸レンズの軸

য点

য点

য点ڑの
２ഒの位置

レンズ

光線がަわるところに
像ができる

スクリーンを動かして
像のできる位置を
さがす

スクリーンを
動かしているときは
光ݯを動かさないº

この
時間の
まとめ

凸レンズによってスクリーン
にできる像は，光源・凸レン
ズ・スクリーンのそれぞれの
距離と図 25の関係がある。 152 
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Β͞ʹ؍�ɾ࣮ݧΛ͍ͯͶ͍ʹ
はじめてやる観察・実験は不安…
予備実験の時間もとりづらいし，ひと目でわかればいいのに…

従来から，
手順のていねいな記述で
高評価をいただいて
おりました。

݁Ռ例ߟ例

結果もࣸਅで示しており，
तۀதでの;りฦり，
生徒のࣗ学ࣗशとしての
;りฦりとして׆用する
ことができます。

ɾ࣮؍ ͷ݁Ռݧ
;ΓฦΓ͕ͰきΔ

ઌੜͷಇきํվֵɼतۀվળͷͨΊʹɼͲͷΑ͏ͳ͘;͏͕���͋Γ·͔͢ʁ

光ݯがয点に近いほど像は大きくなるが，像がうつるスクリーンの位置は凸レンズからԕくなる。

図��
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1 年

1年



見 方

考え方

この
時間の
課題しっかり考察

μχΤルిのిۃの変化は，
ΠΦンとి子でどのように説໌
できるか。

ダニエル電池のしくみを使って電流を取り
出し続けると，電極の金属は右のように変
化しました。この結果をもとに，化学電池
の原理をイオンの化学式で説明しましょう。

ダニエル電池の電極の変化は，イ
オンと電子でどのように説明でき
るか。

  化学電池と電子やイオンの移動
を関連づける

ダニエル電池の原理探 究7

図�   μχΤルిのిۃの変化

?
気づき

課 題
?

水溶液をަ
こう


かん

しな
がら 50 日間電流
を取り出しଓけた
結果

ѥԖ

ಔ

この探究活動では，図 6の結果を，
自分たちで考察してレポートをつく
るところまでやってみましょう。レ
ポートのかき方についてはQRコー
ド先から。
これまで理科を学んできた君たちな
らできる！

ダニΤル電池をつくりモーターにつなげると，モー
ターがまわる。ಔのが電池のʴ極であり，ѥԖの
が�極である。

ེ酸ѥԖ
水溶液

ེ酸ಔ
水溶液

ѥԖの ಔの

ηロフΝン

  水溶液の変化をイオンの化学式
で表すことができる

ダニΤル電池

1 2 3 2 9
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探究のCan-Do List

実験A
　 変 える݅  おもりを落とす高さ
　 ͦ Ζえる݅  おもりの質量
実験B
　 変 える݅  おもりの質量
　 ͦ Ζえる݅  おもりを落とす高さ
　として実験しました。

単 2乾
かん

電
でん

池
ち

（3），厚紙の筒
つつ

（アルミニウムはくなどのしん），実験用スタンド（クランプつき），
ものさし，ビニルテープ，太いストロー，えんぴつ，はさみ

①実験装置を組み立てる。　　
②おもりの質量を一定にし，落とす高さを変えて，えんぴつが打ちこまれた深さをはかる。
③おもりを落とす高さを一定にして，質量を変え，えんぴつが打ちこまれた深さをはかる。
④結果から，位置エネルギー，おもりの質量，おもりの高さの関係を考察する。

準備準備

方 法

実  験

おもり（୯２乾電池）

ᶃ  صのやน
か

など（ਨで安ఆ
したとこΖ）を४උして，ް
のと，ものさしをషࢴ

は

りつ
͚る。

ᶄ  ӈの写真のように実験ஔを
Έ立てる。

1. 実験ஔをΈ立てる
この実験は，おもり（乾電
池）がもつ位置エネルギー
を，えんぴつが打ちこまれ
る深さではかろうとしてい
ます。ްࢴの

（アルミニウムはく
のしん）

実験用スタンド

クランプ

ものさし

のやนなどص

Ϗニルςープ

太いストロー

えんͽつ



調節ネδを回し，おもりの
質量に応じて，えんͽつが
ちょうどよく打ちこまれる
強さにクランプをしめる。

ポイント
クランプをॖ

ちͫ

めて，一
൪下まで下げ，スタン
ドのでクランプをࢧ
えるようにする。

ポイント

クランプクランプ

5

10

15

5

10
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7

Β͞ʹ؍�ɾ࣮ݧΛ͍ͯͶ͍ʹ
はじめてやる観察・実験は不安…
予備実験の時間もとりづらいし，ひと目でわかればいいのに…

৽࣮ݧߪثػ�ೖෆཁ

例͑ɼҐஔΤωϧΪʔΛ

ௐΔ࣮ݧ

従来から，
手順のていねいな記述で
高評価をいただいて
おりました。

準උɿΞϧϛχウϜは͘のしん，
ෆཁなిס，͑んͽつ，
λϐΦΧ用ετϩー

ΘͣɼஔΛݧଧ࣮ͪߌ
ͷ·ΘΓͷث۩Ͱ༻

μχΤϧిづ͘りはԋ示
実験としてࡁまͤ，؊৺の
ཧの考察は，ࣸਅ資料をݪ
もとにਐめるなどの͘;͏
ができます。

த৺ͷ࣮शߟ

※�プログラミング教育の
ために購入が必要な機
器はありません。

例͑ɼμχΤϧిͷ࣮ݧ

ઌੜͷಇきํվֵɼतۀվળͷͨΊʹɼͲͷΑ͏ͳ͘;͏͕���͋Γ·͔͢ʁ

新学習指導要領で新しい実験が加わるけれど，それにともなって
新しい実験器具をそろえるのは煩雑…費用も気になる…

3 年

3年

探究がわかりやすい・実施しやすい
だから



探究の過程

「見方・考え方」
各時間の学習課題を解決する
ために必要な，「理科として
の見方・考え方」のྫを示し
ています。

理科は，自然の決まりなどを話し合って
探したり，ものごとを調べる方法を学ぶ
教科です。用語を覚えるのは，他の人と
ちゃんと話し合いをするためですよ。
この先，話し合って課題を解決していく
機会は数え切れないほどあります。失敗
してもいい今が練習のチャンスです！

それでは自分ひとりになったとき困って
しまいますね。ひとりでがんばらないと
いけないときはだれにでもあります。
観察・実験して話し合う機会は，今は学
校の理科くらいにしかありません。あな
たが成長するために貴重な機会ですよ。

観察・実験のときは，班のだれ
かがどんどんやってくれるし，
まかせてます。

理科って暗記教科なんですよね。用語を説
明できて，観察・実験の結果を覚えておけば，
あとはもういいんじゃないですか？

では，私たちはどのように理科を学んでいくのでしょうか。
理科は，観察・実験などから「決まり・関係性」などを発見
していく「探究」という活動が中心です。この活動のときに，
「自分から積極的に，話し合いを重ねて，深く考える」こと
に気をつけたり，各単元の理科としての「見方・考え方」を
はたらかせたりして，「理科でできるようになること」を身に
つけていきます。

͋なたの力で，自分もतۀもΫϥεも 活発に！

さまざまな生物の似ているところ・
異なるところを意識しましょう。

身のまわりの物質の性質や，物質を
つくるものは何かを意識しましょう。

1-1

1-2

p.6 ー 7でくわしくあつかいます。

見 方

考え方

この
時間の
課題

プラスチックの粒子 ೪土の粒子 鉄の粒子
Ͷん�どプラスチックの粒子 ೪土の粒子 鉄の粒子

Ͷん�ど

プラスチックの粒子 ೪土の粒子 鉄の粒子
Ͷん�ど

物質の分類1

　身のまわりの「もの」を理科の見方や考え方でとらえていく

とき，まず２つの見方ができる（図 1）。たとえばコップとい

う「もの」は，使う目的に合わせた形や大きさがある。形や大

きさに注目したときの「もの」を物体という。これに対して，
物体をつくる原料に注目したときの「もの」を物質という。
この単元では「もの」の「物質」としての性質を学んでいく

⁞

。

理科では「もの」をどのよ
うに考えるか。

  物質により，その性質が異なる

 ものの性質を比
ひ

較
かく

して分類する

˔  「もの」の � つの見方ʙ物体と物質ʙ

図�   物体と物質

いろいろな食器があり
ます。これらは何がち
がうのでしょう。

何がちがうと言われ
ると…原料ですね。

では，その原料のち
がいをどう表せばよ
いでしょうか。

物体を小さな粒
つぶ

（粒
りゅう

子
し

）
の集まりだと考えるとわ
かりやすいですね。
粒をもとに考えると，タ
ンブラーは，鉄（物質）
という粒でできたコップ
（物体）と考えることが
できます。

図1   さ·͟·な原ྉ

物体

物質

⁞　１年生の１� 2 ୯元，２年生の
２�１୯元，３年生の３�３୯元
では，主に物質の性質を考えてい
く。

資料

プラスチックのコップ মき物のコップ スςンレスのタンϒラー

5

5

10

15
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p.6 ー 7でくわしくあつかいます。

究の進め方
p.6 ー 7でくわしくあつかいます。p.6 ー 7でくわしくあつかいます。

究の進め方探
業を受けるコツ業を受けるコツ授

方・考え方方・考え方見

体的・対話的に，深く学ぶ主

p.8 ー 9でくわしくあつかいます。

各時間でくわしくあつかいます。

p.12 ー 13 でくわしくあつかいます。

どうやって
理科を学ぶの？

 4 

物質の分類
第1章

□�物質の性質を調べる方法，物質を分類する基
準を説明できる。
□�物質に決まったີ度があることを説明できる。
□�目に見えない現象をモデルで表現できる。
□�実験器具を，安全に気をつけて正しく使うこ
とができる。
□�物質の特

とく

徴
ちょう

や変化を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。 （学年目標）

□�実験結果から，物質とその性質の決まりや関
係を見いだすことができる。
□�実験結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

金属がもつల
てん

性
せい

（→ p.71）の性質を
利用した

か


じ

5

5

10

15
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考える力，断する力，
表現する力などに関係
するチΣック߲目をྫ
示しています。

理解したい知識やٕ
などに関係するチΣッ
ク߲目をྫ示していま
す。

学びに向かう力などに関
係するチΣック߲

こう

目
もく

をྫ
示しています。

探究の過程

どのように学びに向かうか

どのような知識・技能を
身につけるか

理解していることを
どのように使うかまずは観察・実験の考察に取り組んだり，

学んだ内容をつなげたりしましょう。必ず
今まで思いつかなかったアイデアが出てき
ます。それをもとに自分の考えを見つめ直
すと，「そうか！わかった！」と納得でき
る瞬

しゅん

間
かん

が待っています。これが「深い学
び」の一つです。

「深い」ってなんですか？
「主体的」や「対話的」はなん
となくわかるんですけど…

できることを૿やしていこう！

見えない地下のようすや，地球が変
化する長い時間を意識しましょう。

身のまわりの現象は，何にともなっ
て何が変わるのかを意識しましょう。1-3

1-4

理科のトリセツ

各章のはじめに，その章で
「できるようになりたい目標」
を示しています。

理科の課題を考えるときは，理科とし
ての「見方・考え方」をはたらかせる
んですね。
理科に限らず，学校の授業のときは
「自分から積極的に，話し合いを重ね
て，深く考える」ことを意識するとい
うことですね。

なたの成長なたの成長あ

 5 

主
p.12 ー 13 でくわしくあつかいます。p.12 ー 13 でくわしくあつかいます。p.12 ー 13 でくわしくあつかいます。p.12 ー 13 でくわしくあつかいます。

身のまわりから主体的に課題を見つ
けていきましょう。ほかの中学生は
どんなことを調べてい
るのでしょう？
QRコード先からほか
の自由研究の例を見る
こともできます。

ۚ
こん

平
い


とう

のݚ究

究の動機ݚ
　ཱྀ行先のおみやげさんで金平糖を見つけて，「金平糖には，
なͥトήがあるのか」と疑問に思ったことがきっかけである。
当初は「こんな疑問なんて調べてしまえば؆୯にえがわかっ
てしまうんだろうな」と思ったが，金平糖のトήの原因は解明
されていないことが分かった。そんな身近でありながら多くの
なぞを持つ金平糖に

こう

ح
き

心
しん

を持ったので，研究を࢝めた。

結と感
　「なͥ金平糖にはトήがあるのか」について࠷初の予想は，
金平糖にかけて，大きさを大きくする砂糖と水で作ったຶ

みつ

の࠶
結
けっ

থ
しょう

（→ p.95）が原因だと考えたが，金平糖を自ら作り，実
験を重Ͷていくうちに，࠶結থだけでなく，ຶの೪

Ͷん

性
せい

が金平糖
の成長および，トήの成長に関わっていることが分かった。自
分で研究を極め，自分の想像力をҭむྑい機会となった。

数多く興味をもつ中で，どのように
して「金平糖」というテーマにし
ぼっていきましたか？

この自由研究で一番ワクワク
した場面はどこですか？

1番の理由は，まず自分が研究や実
験をしていて楽しいかどうかです。自
分の好きなものを好きなように研究す
ることが“自由”研究のモットーだと
思ったので，まわりの考えや体裁を気
にしないで金平糖を研究しました。

予想と考察です。柔
じゅう

軟
なん

さや想像力を
大事にして取り組みました。数値化
された結果も大事ですが，一見無理
な仮説や考察でも，時には予想もし
ない結果をもたらすと考えています。

教えてセンパイ ʙ ࠓはߍߴ生のஶऀにΠンλϏϡー ʙ 

あの自由研究の人は今 ʙ ࠓはࣾձ人のஶऀにΠンλϏϡー ʙ
現在どのようなお仕事をされ
ていますか？

「何かを科学的に調べ，つきつめ
ていく」という考え方は，今役に
立っていますか？

言語学の研究者として，日本手話
を研究しています。

わたしは文系の学問を専門にしています
が，それでも仮説 -検証という科学の手
法は同じです。言語学の理論から仮説を
見つけ，ろう者の話す手話をビデオに
撮
と

ったものを観察し，書き起こしてデー
タを作り，分析し，仮説を検証します。
こうした調査は，人の思いこみや感情が
入りこみやすいのですが，それを取り除
くのに科学の方法は役立っています。


つ


なΈ

のඃ
ͻ


がい

を防͙

究の動機ݚ
　北海道南西ԭ地震をきっかけに࢝めた研究も 3年࣍をܴ

むか

え，
今回はࡢ年の課題としてったの逆転現象について調べた。
逆転現象とは，をো物で͙時，ো物を近づけるほど
は࣍第に低くなるが，逆に近づけすぎると，でのは高く
なってしまう現象を言う。予උ実験から，この現象はো物の
位置だけでなく，高さにも関係するらしいことが分かった。
そこで，①؛に౸

とう

ண
ちゃく

したの分
ぶん

析
せき

，ᶄ逆転現象が起きている時
の形の分析を調べることにした。

究のख๏・結果・考察ݚ
　発生置を作った。
使用法ɿ൘を手でԡ

お

して൘を沈
しず

め，手を
はな

す。あらかじめ
൘の下に発๐ポリスチレンを൘の形に切り，それをつける。

1 2 1 0 5

5

10

15

25

30

20

5

10

15

25

30

35

20

 11 

主体的に
自ら動こう！
！動力より�行動量ߦ　　

対話的に

● 班などで話し合うときに，役割を決めま
しょう。

理科は  話し合い！

● 章の学習のはじめにある「Can-Do List（たと
えば→ p.32 など）」を意識して，学習の目的意
識をもちましょう。

● 身のまわりのことがらから課題を探し出して，
探究活動を進めていきましょう。

● 探究活動のときに「探究のCan-Do List」を意
識して，探究の目的意識をもちましょう。

● 学んだ内容がどこかに関係していないか，使え
ないか探してみましょう。

● 探究活動がうまくいかなくても，うまくいく方
法をねばり強く考えましょう。

● これまでの学習や自分の勉強法などをふり返り，
もっとよい方法がないか考えましょう。

● 自分の考えを書いて表現したり，発表したりし
て，ほかの人の発表にも意見を言いましょう。

「主体的に学ぶ」とは，まとめると
・身のまわりのできごとに疑問をもつ
・見通しをもつ
・ねばり強く取り組む
・ 自分のやってきたことをふり返り，改善
していく

・ 新しいことに挑
ちょう

戦
せん

する
などです。

「ただ勢いよく話す」だけとはちがいます。
じっくり静かに取り組んでいても，「主体
的」は実現しますよね。

● 相手に質問するときの聞き方をくふうしま
しょう。

どうやったら主体的になるの

どうやったら対話的になるの

班で話し合うとき，なんとなく話し合うのではなく，
● 話し合いをうながす役割
● 話し合いの記録をつける役割

を決めてみましょう。もちろんこの役割をもつ人も
話し合いに加わりますが，ふだんよりもまわりの人
を少し気にするということです。これらの役割を探
究ごとに交代していきます。
このような方法や考え方は「ファシリテーション」
ともよばれます。

次のような聞き方をされると，もっと
話したくなりますね。

・～というと？
・具体的には？，例えば？
・まとめると？
・もう少しくわしく言うと？
・他には？
・数値でいうと？
・理由は？

など　　

体的・対話的に，深く学ぶ体的・対話的に，深く学ぶ主

どうやって
理科を学ぶの？
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8

ओମతɾରతͰਂֶ͍ͼ͕͑ݟΔ
日々の理科授業の中で何をしていけば
「主体的・対話的・深い学び」が実践できるのだろう？

授業が組み立てやすい

৽学श指導ཁྖでਪ
されている学ͼの考͑
ํをΘかりやす͘解説
してあります。

৽学शࢦಋཁྖͷ
Θ͔Δ͕ํ͑ߟ

「ओମతな学ͼ」とはԿか，
「ରతな学ͼ」とはԿか，
「ਂい学ͼ」とはԿか，
教科書を使ってどのΑ͏に実
ફできるか示しています。

学ͼͷ例

だから

1 年 p.4�5

1 年

৽学शࢦಋཁྖͰɼ教科書ͲͷΑ͏ʹมΘͬͨͷͰ͔͢ʁ



見 方

考え方

この
時間の
課題

右の写真は，砂糖が水に
溶けるようすを表してい
ます。このようすを粒子
のモデルで表してみま
しょう。

⁞　ಔとスズが混ざった 10 ԁߗ՟
など，２種類Ҏ上の固体が混ざっ
た混合物もある。身のまわりには，
純粋な物質よりも混合物のほうが
多い。

　「水」や「塩化ナトリウム」のように，1種類の物質からで

きている物質を純
じゅん

粋
すい

な物質という。一方，「食塩水」のように，
いくつかの物質が混ざり合った物質を混

こん

合
͝う

物
ぶつ

と
⁞

いう。

　ここで，物質が溶けるようすに注目する。図 1のように，

食
しΐく

紅
に

を紙パックに包み，水に入れてみると，食紅が少しずつ溶

けて，もやもやしたものが広がっていくのが見られる。しばら

くこの液を静かに置いておくと，やがてもやもやは見られなく

なり，透
とう

明
めい

な液になる。

「ಁ明」とは，すきとおっ
ていて，向こうのܠ色がよ
く見えることをいう。食塩
を水に溶かしたときのよう
に，色もなくಁ明な液を
「無色ಁ明」といい，食ߚ
を水に溶かしたときのよう
に色がついたಁ明な液を
「有色ಁ明」という。

水
す い

溶
よ う

液
え き

1
物質が水に溶ける現象を粒子のモ
デルで表すとどうなるか。

  物質は粒
りゅう

子
し

の集まりでできて
いる
  溶け方と粒子のモデルを関係
づける

図1   ৯ߚが༹͚るようす 図�   ಁ໌とは

学 び を い か す ２ि間１ޙि間30ޙ分ޙ砂糖を入れた直ޙ

水

砂糖の粒子

水

砂糖の粒子

水

砂糖の粒子

水

砂糖の粒子

食ߚ

資料

図3   砂の༹͚方

5
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「ಁ明」とは，すきとおっ
ていて，向こうのܠ色がよ

見 方

考え方

この
時間の
課題

宇宙から

地球上から

（
東
）

（
南
）

（
西
）

（東） （南） （西）

（
東
）

（
南
）

（
西
）（

東
）

（
南
）

（
西
）

（
東
）

（
南
）

（
西
）

（東） （南） （西）

㋐

㋑
㋒

㋓

㋔

㋔

㋓

㋒

㋑

㋐

太陽	実ࡍは地球からずっとԕく，ずっと大きい


自転の向き
太陽の向き

東

西

北 南

南中高度

㋐

㋑
㋒

㋓

㋔

地軸

太陽に対する観測者の位置が
地球の自転とともに変わる

（㋐ 観測者
　���にとってே）

（㋒ 観測者にとって正ޕごろ）

（㋔ 観測者
　���にとって༦方）

㋐　観測者にとってே

㋒　観測者にとって正ޕごろ

㋔　観測者にとって༦方

地
球
上
か
ら

太陽の動き

観測者が，図（B）の㋐～㋔の位置
にいるときの太陽の見え方を天
球上にまとめると，観測者から見
た太陽の日प運動を表せる。

地球が地軸を中心にして，1日に1回，一定の
速さで西から東へ自転すると，観測者から見
る太陽は東から西へ動くように見える。

⁞　太陽にݶらず，天体がਅ南の方
向にきたことを南中という。

次の時間は，１年のうちで太陽の道すじが
どのように変化するかみていきましょう。

　太陽の 1日の動きを，太陽の日周運動という。太陽の日周
運動で，太陽が最も高くなるのは，太陽が真南の方向にきたと

きである。このとき太陽が南
なん

中
ͪゅう

し
❶

たといい，南中したときの

高度を南中高度という。太陽の日周運動は，地球が地軸を中
心にして，1日に 1回，一定の速さで西から東へ自転している

ことによって起こる（図 7）。

˔  ଠཅの̍日の動き

図7   地ٿの自స・ଠཅの見か͚の動き・ࠁ࣌

この
時間の
まとめ

透明半球上の太陽が東から西に動
くのは，観測者から見て地球が西
から東に自転していることで説明
できる。

透明半球上の太陽が東から西に動
くのは，地球の自転でどのように
説明できるか。

  太陽の動きと，２つの見方を
関連づける

この図の見方をア
ニメーションで確
認することができ
ます（QRコード
先）。

  天体の動きは，宇宙・地球上
からの見方で説明できる

（a）観ଌऀのҐஔとଠཅ

（C）観ଌऀからのଠཅの見え方 （D）ఱٿによるଠཅの動きの説໌

1 2 3 3 6

5
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3 年 p.211

9

ओମతɾରతͰਂֶ͍ͼ͕͑ݟΔ
日々の理科授業の中で何をしていけば
「主体的・対話的・深い学び」が実践できるのだろう？

資質・能力が伸びやすい

Δ͑ݟͰؒ࣌શ͕ํ͑ߟɾํݟ

全࣌間の「ํݟ・考͑ํ」
一覧はこちら

間ごとの՝にରして，どの࣌̍
Α͏な「ํݟ」「考͑ํ」をはたらか
ͤてい͘のかを示しています。「ݟ
ํ」「考͑ํ」の内༰はଟ༷であり，
ここでは，あ͘まで̍つのྫを示
しています。
तۀҊなどをつ͘るࡍのࢀ考にし
てͩ͘さい。

ʮํݟʯʮํ͑ߟʯͷ例

1 年 p.85

だから

「見方・考え方」は，領域ごとに示されたけど，1時間ごとの授業に落とし込んだら，どうなるのだろう？



植物の分類
第2章

□�花のつくりとはたらきを説明できる。
□�植物がからだのつくりにもとづいて分類でき
ることを説明できる。

□�拡大する部分に応じて，正しく観察器具を使
うことができる。

□�植物の特
とく

徴
ちょう

を，言葉・図・表を用いて記録で
きる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。 （学年目標）

□�基準を設定し，それにもとづいて植物を分類
できる。

□�観察結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。

□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。

□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。
□�生物を大切にし，むやみに傷つけない。

どのように学びに向かうか

春になるとさまざまな花がさく
（山県ே

あさ

日
ひ

町）
くわしくはQRコード先から。

1 2 1 0 9

5

10

15

5
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�拡大する部分に応じて，正しく観察器具を使
うことができる。
�植物の
きる。 Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

発展

植物を分類できるようになりま
したね。章のはじめのCan-Do 
List（p.32）にもどって，身
についた力をチェックしてみま
しょう。
次の章では動物の分類を考えて
いきましょう。

Can-Do List
できるようになりたい目標

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。

資料

日ޫをར用して生きる২物Ҏ֎の生物ʙւ
かい


ͦう

ʙ

アΦサ　大きさは 4ʙ 8Dm。

コンϒ　長さは 10mҎ上。 ϫΧϝ　長さ 1m。

ςングサ　長さは 30Dm

　海水中にすむコンϒやϫカメ，アΦサなどの海
かい


そう

のからだには，根，茎
くき

，葉の区ผはない。また，
種子はつくらず，多くは๔

ほう

子
し

でふえる。

　海には色をしている種類も多いが，生物学
的には植物とよばない。

1 2 1 1 0
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10

資࣭ɾྗ͕શষͰ͑ݟΔ
「見方・考え方」をはたらかせて育てる「資質・能力」は，
理科の学習内容に当てはめると，どのように考えられるのだろう？

目標が意識でき，伸びていく

全ষの「資࣭・能力」
一覧はこちら

「ࣝ・ٕ能」
「考力・அ力・表現力などࢥ」
「学ͼにか͏力など」
について，֤ষの学श内༰にམとしࠐ
んͩとき，どのΑ͏なඪとして考͑
られるかをྫ示しました。
また，ষのޙ࠷には，ඪの;りฦり
のػձを設けています。

つ̏ͷ資 ɾ࣭ྗ

１年 p.47

だから

□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

□�生物を大切にし，むやみに傷つけない。

くわしくはQRコード先から。

□疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。 

□�基準を設定し，それにもとづいて植物を分類
できる。

Can-Do ListCan-Do ListCan-Do ListCan-Do ListCan-Do ListCan-Do List

１年 p.32

৽学शࢦಋཁྖͰɼ教科書ͲͷΑ͏ʹมΘͬͨͷͰ͔͢ʁ



見 方

考え方

この
時間の
課題

混合物を加熱してエタ
ノールの沸点に達したら，
エタノールだけが沸とう
するのかな？

どちらも液体で，
ろ過することはで
きないね。

ここに水とエタノールを混ぜた混合物があります。
この混合物から，ふたたびエタノールを取り出すに
はどのようにしたらよいでしょうか。

水とΤλノールのࠞ߹物から，Τλノールをऔりग़すにはどう
したらよいか。

エタノールと水は，
沸点がちがうね。

エタノールが沸とうしているの
か，水が沸とうしているのか確
かめるには，まず沸とうした気
体を集めなければいけないね。 ろう。

蒸留2
水とエタノールの混合物から，エ
タノールを取り出すにはどうした
らよいか。

 混合物の沸点
  混合物の沸とうと物質の沸点
のちがいを関係づける

水とエタノールの混合物を分ける探 究6

?
気づき

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図13   Τλノールと水のࠞ߹物をつくる

（あなたの仮説）
5

10
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混合物を加熱してエタ
ノールの沸点に達したら，
エタノールだけが沸とう

ろう。

ノールの沸点に達したら，

ろう。

探究のCan-Do List

ϝεシリンμーで水 �DN3 とΤλノール 3DN3 をはかってࠞ߹物をつくり，
େ型試験にೖれる。
写真のようなஔをΈ，ࠞ߹物をऑՐでՃする。

1. ࠞ߹物をՃする

水，エタノール，大型試験管，試験管（3），試験管立て，ガラス管，ゴム管，ゴムせん，スタンド，
ビーカー，デジタル温度計，加熱器具，蒸発皿，メスシリンダー（2），ピンセット，ろ紙，マッチ，
沸
ふっ

とう石，軍手，保護めがね

観  察

①エタノールと水の混合物を加熱して，気体を得る。　　②試験管にたまった液体の性質を比
ひ

較
かく

する。
③液体を比較した結果から，取り出した液体を考察する。
④加熱器具を使って安全に気をつけ物質を加熱する。　　◆デジタル温度計を正しく使う。

準備準備
方 法

デδタル温度計

大型ࢼ験

水とΤタϊール
の混合物

沸とう石

ྫྷ水

温度計の先をガラス管の
先にそろえて，出てくる
気体の温度をはかる。

ポイント

ストップ!!
Ψϥεのઌが，た·ったӷの
中にೖらないようにする。

ストップ!!
ग़てきた気体にՐをۙづ͚ては
い͚ない。ΤλノールはՐがつ
きやすい。

ストップ!!
ΰϜがくなっているので，
。खなどで持つようにする܉

ΰムせんを
きつくしめる

ऑ火にする 液からはなす

5

10
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アʙウの試験にた·ったӷ体を，ͦれ
ͧれ，ᶃᶄのようにしてௐる。

3. ग़てきたӷ体をௐる

試験にӷ体が �DN3 た·る
͝とにԹ度をଌఆし，試験を
かえ，アʙウのॱに 3 本の試
験にूめる。

2. ग़てきたӷ体をूめる

。験ア，イ，ウにたまった液体には，それぞれ何が多くふくまれていると考えられるかࢼ

また，その理༝は何か。

ストップ!!

ΰϜがくなっているため，試験
をೖれかえるときは意する。

ア　1ຊ目の液体 Π　2ຊ目の液体
出てくる気体の温度

におい
火に近づけてみる

験ア，イ，ウࢼ

について，表の߲
こう

目
もく

に気をつけ記録

する。

水とΤタϊールの混合物を分ける

結 果
?

考 察
?

ストップ!!
खで͓͙͋ようにしてに͓いをか͙。

ᶃ　に͓いをか͙ ᶄ　Րにۙづ͚る

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方

5

10
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にたまった液体には，それぞれ何が多くふくまれていると考えられるか。

　1ຊ目の液体

ᶃ　に͓いをか͙

119 

エタノールが沸
ふっ

とうしているとき，
蒸発している水も混ざっているとい
うことです。粒

りゅう

子
し

のモデルでこのよ
うに考えられます。
アでは，たくさんのエタノールの粒
子が気体になって空気中に飛び出し
ています。時間が経つと，イのよう
にエタノールの粒子が少なくなって
いきます。

ア　1ຊ目の液体 イ　2ຊ目の液体 ウ　3ຊ目の液体

出てくる気体の温度 80.1℃ 86.5℃ 96.0℃

におい Τタϊールのにおいがし
た

Τタϊールのにおいがগ
しした においがほとんどしなかった

火に近づけてみる よく燃えた গしだけ燃えた 燃えなかった

験アにはΤタϊールを多くふくむ液体が集められたことがわかる。このࢼ
ことから，沸

ふっ

点
てん

の低い物質と沸点の高い物質の混合物を加熱すると，まず沸
点の低い物質が多く取り出せるといえる。

結果・考察

次の時間では探究６をまとめます。

験イの液体はΤタϊールࢼ，験アの液体は，Τタϊールの性質が強くࢼ
の性質がগし見られた。ࢼ験ウの液体は，Τタϊールがふくまれているか
わからない程度だった。

アでは，エタノールだけで
なく，水も混ざっているの
ではないかな。

アの液体がもしエタノールだけなら，燃
えたあと液体がなくなったり，すぐに蒸
発してなくなってしまうはずだよね。
でも液体が少し残ったよ。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

この
時間の
まとめ

水とエタノールの混合物から，
沸とうを利用して，エタノー
ルを取り出すことができる。

表1   探究 � の結果ྫ

加熱加熱

アのঢ়態 Πのঢ়態
Τタϊールの粒子水の粒子

水とΤタϊールの混合物を分ける

図1�   ࠞ߹物のとう

5
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11

資࣭ɾྗ͕શষͰ͑ݟΔ ୳ڀのաఔ�͕
ͯ͢の؍ɾ࣮ݧͰ͑ݟΔ
「探究の過程」の例が，新学習指導要領に明示されたらしいけれど，
１つひとつの観察・実験では，どのように示すことができるのだろう？

探究の過程が意識できる

「ํ๏のページ」をめ͘ると，探究の結果のྫ，
考察のྫを示してあります。学श内༰の֬ೝ
などに使͑ます。

݁Ռͷϖʔδ

めくると…

めくると…

「՝のページ」で計画を立てた
あとは，観察・実験をߦいます。
「観察・実験のత」「準උ」
「手ॱ」「結果をهするときの
。考͑ํ」を示しています・ํݟ

ํ๏ͷϖʔδ

։きのӈページが探究のελーτでݟ
す。「気づき」ɣ「՝」ɣ「仮説」ɣ「計
画」のྫを「し߹い」のܗで示してい
ます。

՝ͷϖʔδ

だから

1 年 p.117�120



ਅっ҉にしたらʁ

問 題 発 見

の·わりのޫ，Ի，力が関わる現から，疑問を見つ͚よう。

図C   ತ
とつ

Ϩンζを通した物体の見え方

?
気づき

窓のない部屋にぬいぐるみ
が置いてあります。電気を
消して光がまったくない状
態にしたら，ぬいぐるみは
やがて見えるようになるで
しょうか？

鏡って，どうして鏡の面
より向こう側に物がある
ように見えるんだろう？

虫めがね（凸レンズ）
は，物を大きくして見
ることができるね。

でも遠くの物を見ると，小さ
く逆さまに見える。同じ虫め
がねなのに見え方にちがいが
でるのはなぜだろう？

そのうち目が慣れて見え
るようになるんじゃない
かな。

図"   ෦が本に真っ҉だったら

図#   物体の見え方

?

?

よく見ると，コップの水
の中のストローがずれて
見えるね。これも光の性
質で説明できるのかな。

（B）鏡にうつる物体

（B）凸レンズで近くを見たとき （C）凸レンズでԕくを見たとき

（C）ずれて見えるストロー
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見 方

考え方

この
時間の
課題

抵抗器には金属線が
入っていて，「電流の
流れにくさ」を調べる
のに適しています。ま
た，電圧の大きさを細
かく調節するために電
源装置（→ p.34）を
使います。

実際に回路の各部分に流れるのが「電流」，
電圧は「電流を流そうとするはたらき」，
抵抗器は「電流の流れにくさ」，
この３つに関係があるのかな？

１種類の抵抗器を使って，電圧
の大きさを変化させながら電流
の大きさをはかればいいね。

しっかり計画

図��   ճ࿏にྲྀれるిྲྀと߅

抵抗器にかける電圧の大きさと，
流れる電流の大きさには，どのよ
うな関係があるか。

 変化させる量と変化する量

電圧と電流の関係探 究4

?
気づき

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

߅器にか͚るిѹのେきさと，ྲྀれるిྲྀのେきさには，
どのような関が͋るか。ͦれをௐるために，どのよう
な実験をߦえばよいか。

抵
て い

抗
こ う

と電力3

図20（b）で電池を２つ直列に
つないだら，きっと豆電球は明
るくなるよね。これが電圧と電
流の関係じゃないかな？

「電流の流れにくさ」という
ことは，電圧と逆のはたらき
なのかな。

図 20（a）の回路に，「抵抗器」という器具
を直列につなぐと，豆電球が暗くなります
（b）。これは，抵抗器が「電流の流れにくさ」
をもっており，豆電球に流れる電流が減った
ためです。

（B）౾電球と乾電池の回路 （C）߅器を入れたとき

߅器

  物質には抵抗がある

߅器の中の金属線
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力�"
力�"�と力�#�
のࠩ

力�#

力"から#
を引く

おもりの数 ①
空気中

ᶄ
分水中

ᶅ
全部水中

ᶆ
さらにਂく

10 0.51/ 0.32/ 0.13/ 0.13/

20 0.88/ 0.68/ 0.51/ 0.51/

おもりの数 10 個の
ときの浮力

分水中（①�ᶄ） 0.19/

全部水中（①�ᶅ） 0.38/

おもりの数 20 個の
ときの浮力

分水中（①�ᶄ） 0.20/

全部水中（①�ᶅ） 0.37/

・�物体を水中に入れたとき，ばͶばかりの（ᶄ，ᶅ，ᶆ）は，空気中ではかった
（①）よりも小さいことがわかる。空気中（①）ではかったと物体を水中に
入れたときの（ᶅ）のࠩが浮

ふ

力
りょく

の大きさである。

̋調べようとしたことに対して，方法はద切か。
�̋方法を通じて明らかになったこと（結果）を正確に記録できているか。
̋�考察の内容は結果をふまえているか。無理がないか。
̋�課題で設定した問いかけに対して，実験で明らかになったか，考察はద切か。
̋�自分の仮説が正しかったか（正しくなければ࣍の探究を計画する）。
̋�レポート全体は，ほかの人がみてもಡみやすくまとめられているか。
̋１年生で学習した，「力のつり合い」の考えが応用できているか。

結果・考察

˔�実験 "
ばͶばかりではかりなが
ら物体を水中に沈

しず

めると，
ばͶばかりのは図6の
ような結果になった。
˔�実験 #
容器が大きいと，容器が
水に沈まず，容器を沈め
るにはたくさんのおもり
が必要だった。

図7   探究̍の考察ྫ

水中の物体にはたらく力

この
時間の
まとめ

浮力の大きさは，物体が水中
に沈んでいる体積に関係があ
る。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り
ポイント

次の時間は浮力の性質をまとめ
ましょう。

・�浮力の大きさは，物体の水に沈んでいる
体積が大きいほど大きい。

・�物体全体を水に沈めたとき，浮力の大き
さは水のਂさには関係がない。

・�おもりの重さを変えても浮力の大きさが
変わらないことから，浮力の大きさは物
体の重さには関係しない。

・�水中で物体にはたらく力は水ѹなので，
浮力は水ѹと関係があると思う。

図�   探究 1 実験 " の結果ྫ

ばͶばかりの

（あなたのふり返り）

5

10

15

25

20

 20 

12

ֶ͝ͱの�୳ڀのॏ�͕͑ݟΔ
「探究の過程」の中でも，学年ごとに重点項目があるらしいけれど，
どのように指導していけばよいのだろう？

̍年生֤୯ݩの࠷ॳには，ʮൃݟʯ
として，ৗからෆٞࢥをݟつける
面をྫ示したページを設けてあります。

ൃݟɹQ�2�，���，13�
ɹɹɹɹɹ��1��，2�1

̏年生には，探究の過程をしっかり
考͑るためのʮ;ΓฦΓϙΠϯτʯを
ྫ示してあります。

ʮ͔ͬ͠Γ;ΓฦΓʯ
Q�1�，13�，1��，1�3

Λൃ͢ݟΔ
1年ੜ

୳ڀͷաఔΛ;ΓฦΔ
�年ੜ

̎年生では，実験計画を立てるς
ーϚの探究׆ಈʮ͔ͬ͠ΓԾઆʯ
ʮ͔ͬ͠Γܭըʯをଟ͘設けてあり
ます。

ʮ͔ͬ͠ΓԾઆʯ
ʮ͔ͬ͠Γܭըʯ
Q�33，�3，��，��，11�，
1��，1��，2��，231

ԾઆΛͱʹ ըΛཱܭ Δͯ
�年ੜ

৽学शࢦಋཁྖͰɼ教科書ͲͷΑ͏ʹมΘͬͨͷͰ͔͢ʁ

の·わりのޫ，Ի，力が関わる現から，疑問を見つ͚よう。

抵抗器には金属線が

課 題
?

仮 説

߅器にか͚るిѹのେきさと，ྲྀれるిྲྀのେきさには，
どのような関が͋るか。ͦれをௐるために，どのよう
な実験をߦえばよいか。

「電流の流れにくさ」という
ことは，電圧と逆のはたらき
なのかな。

入れたときの（ᶅ）のࠩが浮
ふ

力
りょく

の大きさである。

̋調べようとしたことに対して，方法はద切か。

考 察

・�浮力の大きさは，物体の水に物体の水に沈沈んでいるんでいる
体積が大きいほど大きい。体積が大きいほど大きい。
・�物体全体を水に沈めたとき，浮力の大き
さは水のਂさには関係がない水のਂさには関係がない。
・�おもりの重さを変えても浮力の大きさが
変わらないことから，浮力の大きさは
体の重さには関係しない体の重さには関係しない。
・�水中で物体にはたらく力は水ѹなので，
浮力は水ѹと関係があると思う。



仕事を例にとっても，
理科は深く関わって
います。

理科を勉強して，将来
役に立つんですか？

医師・看護師・薬
やく

剤
ざい

師
し

など

でも，日常生活までは
関係ないですよね？

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，まぎらわしい
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

こんな場面で，あなた
はどのように考え，ど
う判断しますか？

プログラマー・システムエンジニアなど

プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方
法）を学ぶのも理科です。

これからの理科で，「物質の性質」「ヒトのから
だのつくりとはたらき」などを学びます。医療
に関わりたいと思っている人には必

ひっ

須
す

の知識で
す。

医師・看護師・

医
い
療
りょう IT エンジニア

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

仕事に役立てる

正しく知る

理科としての正確な知識を根
こん

拠
きょ

として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって
ください。
その基

き

礎
そ

が１年生の理科から始
まります。

血液型性格診
しん

断
だん

って，
けっこう当たるよね。

私と相性がよい人とか
わかるかな？

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け
できるって変じゃない？

昨日の地
じ

震
しん

大きかったよね。
３週間後にもっと大きな地
震がくるって。このサイト
に書いてあるよ。

え～？そんなことをあら
かじめ知る方法なんて，
ほんとにあるの？

なぜ
理科を学ぶの？

④

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

プログラマー・システムエンジニア
プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方

IT エンジニア

まぎらわしい
あふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役

理科としての正確な知識を
として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって

が１年生の理科から始

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け

日光

日光

１日目 ２日目

同じ日・同じ時刻

日光

㋐ ㋑

㋐

㋑

日光

アルミニウムはく
でまく

①

ᶄ

日光

日光

１日目 ２日目

同じ日・同じ時刻

日光

㋐ ㋑

㋐

㋑

日光

アルミニウムはく
でまく

①

ᶄ

デンプン溶
よう

液
えき

Ϥウ素液を
加える

Ϥウ素液

⁞　ϤウૉデンϓンԠ
　デンプンにϤウ素液を加え
るとデンプンが੨ࢵ

むらさき

色にな
る。この性質を利用してデ
ンプンのଘࡏを確かめるこ
とができる。（小学校 6年）

方法��植物を日光に当てたあとで，葉にϤウ素液を
たらした。

結果��葉でϤウ素デンプン反応
⁞

が起こった。

方法��①�植物を 1日҉いところに置いてから，葉にϤウ素液をたらした。
　　　ᶄ�その࣍に植物を 1日日光に当てて，葉にϤウ素液をたらした。

結果��日光に当てたあとの葉でのみϤウ素デンプン反応が起こった。

ふりかえり

同じ日時で調べるには
どうしたらいいかな？

探究3を調べるために，Aの
実験をして確かめました。
日光に当てた葉でデンプンが
できていたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

日光に当てる・当てないにかかわらず，葉には最初から
デンプンがあったのではないですか？
つまりこの実験方法では，「日光に当てたこと」という
１つの原因がつきとめられていませんね。

Bの実験をして確かめました。
日光を当てた葉とそうでない
葉を比べたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

日光を当てていても，日時が異なるとデンプンができ
たり，できなかったりするのではないですか？
この実験方法では確かめられてませんね。

実 験A

実 験B

実験を行うときは，調べたい条件を考えて，１つだけ変える条件を決める必要があります。
もし，いくつかの条件を変えながら実験をしてしまうと，実験の結果が生じた原因が，どの
条件に関係していたのかを，１つにしぼれなくなってしまうのです。
探究3の課題を確かめるために立てた，次のA，B，C，Dの実験方法を比

ひ

較
かく

5
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ՊֶのҙٛΛΔ

݅Λ੍ܭݧ࣮ͯ͠ޚըΛཱ Δͯ

探究の資質・能力として，
例えばどのような要素が考えられるのだろう？

探究するための資質・能力が身につく
だから

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

って， 私と相性がよい人とか

実験を行うときは，調べたい条件を考えて，１つだけ変える条件を決める必要があります。実験を行うときは，調べたい条件を考えて，１つだけ変える条件を決める必要があります。実験を行うときは，調べたい条件を考えて，１つだけ変える条件を決める必要があります。

1 年巻頭

2年



見 方

考え方

この
時間の
課題

心ࣨࠨ

ห

右心ࣨ

心ࠨ

全身から

全身から

ӈ心

肺から

肺から

心が広がって血液が流れこむ

心がॖんで，血液が心ࣨへ流れこむ心ࣨがॖんで，血液が送り出される

肺੩຺

େ੩຺

େ੩຺

ഏ動຺େ動຺

肺੩຺

見 方見 方

考え方

心がॖんで，血液が心ࣨへ流れこむ

心ଁ

図は太い主な血を示していて，色で示した血は
動຺血，੨色で示した血は੩຺血が流れる
（→ p.111）。血の全長は，毛細血もふくめると，
 96000 Lm（地球を 2.4 पする長さ）といわれ，血
液の量は体重の 8�である。

動຺血が
流れる血

੩຺血が
流れる血

全身をめ͙った血液は，大੩຺→右心→右心ࣨ→肺動຺→肺
→肺੩຺→左心→左心ࣨ→大動຺という順で流れる。右心
の出口，肺動຺への入り口，左心の出口，大動຺への入り口
にはหがあり，血液の逆流を͙。心臓は 1分間に 60 ʙ 80
回ഥ動をくり返し，全身に送り出す血液の量は，1日でのべ
8000- にもなる。

　第２章で学んだように，植物の場合は，からだ中に水

と養分を運ぶためのしくみが維
い

管
かん

束
そく

だった。動物の場合

は血管と血液である。

　激しい運動をすると胸に鼓
こ

動
どう

を感じるのは，心臓（図
1）がさかんに拍

はく

動
どう

する（心臓が縮んだりゆるんだりする）か

らである。心臓は血液を送り出すはたらきをもつ器官で

あり，非常にじょうぶな筋肉でできていて，4つの部屋

に分かれている。この筋肉が周期的に縮んだりゆるんだ

りをくり返すことで，心臓は，全身にはりめぐらされた

血管（図 2）に血液を送り出すポンプとしてはたらく。

血液の循
じゅん

環
か ん

1
˔  心ଁと݂

血液はどのようなしくみで体内を
循環するか。

  血液の循環と，循環のための
つくりを関係づける

図1   ヒトの心ଁの動き方 図�   全にはりめ͙らされた݂

  生物のつくりには，対応した
はたらきがある
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血液の

全身から

ӈ心

େ੩຺

　第２章で学んだように，植物の場合は，からだ中に水

と養分を運ぶためのしくみが

は血管と血液である。

　激しい運動をすると胸に

1）がさかんに

らである。心臓は血液を送り出すはたらきをもつ器官で

あり，非常にじょうぶな筋肉でできていて，4つの部屋

に分かれている。この筋肉が周期的に縮んだりゆるんだ

りをくり返すことで，心臓は，全身にはりめぐらされた

血管（図 2）に血液を送り出すポンプとしてはたらく。

心ଁと݂

見 方

考え方

この
時間の
課題

南極

北極

道

ภ෩

②

① 低
緯
度

中
緯
度

高
緯
度

地表の෩

上空の෩

ภ෩

（B）は，大気の循環が起こる層を強調した図であり，（C）はさらにその中の循環を表してい
る。日ຊのある中Ң度地Ҭの上空では，ภ西෩がふく。また，低Ң度地Ҭには，道近の
地表でஆめられた空気が上

じょう

昇
しょう

してできる循
じゅん

環
かん

（①）があり，高Ң度地Ҭにはྫྷたい空気が下
降してできる循環（ᶄ）がある。

　日本が位置する中緯
い

度
ど

地域の上空では，おおむね西から東に

向かう強い風がふいており，この風を偏
ん

西
ͤい

風
ふう

と
❶

いう。日本付

近で低気圧や高気圧が西から東へと移動していくのは，この偏

西風が影
えい

響
きΐう

するためである（図 1）。
⁞　ภ西෩のふく高度と速さはق節
によっても変化するが，もっとも
෩速の大きい部分は高度 9Lm
ʙ 12Lm にあり，速さは࠷大で
ඵ速 100mをえることもある。

日本の季節に影
え い

響
きょう

する要素1
日本の季節の変化には，何が影響
しているか。

  日本周辺の季節を決める要素と
季節の変化を関係づける

˔  地ٿ規のେ気の動き

図1   地ٿ規のେ気の動き

  空気のかたまりと，その性質
を全国規

き

模
ぼ

でとらえる

大気の循環が起こるのは，地表から
高度 11Lmまでの層の中である。

地球のܘ
 6400Lm

（a）地球の半径と大気の層の厚さ

（b）大気の循環
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基礎・基本が身につく

記述を厳選しているから，
何が重要な概念なのか
ページごとにひとめでわかる。

自学自習用の基ຊ問題を，QRコードࡐڭや，
。していますڙ導ॻϫークシートとしてఏࢦ

教科書ͰɼࢠͲͨͪͷͲͷΑ͏ͳΛ͍ͯ͠ࢦ·͔͢ʁ

だから

2 年

2年
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ふり返って深める 教えて深める

発信して深める

単元のはじめの問いに，もう一
度答えて，何ができるように
なっているか確かめましょう。

　この問いに対して今かいた内容を，୯元がはじ
まるલにかいた内容とൺべてみます。また，学習
の中で自分の考えが変わったところはどこでしょ
うか。

　　今のジブン＞昔のジブン

　この୯元の学習を通して，あなたがしいと
思ったところはどこですか。そこは，きっとほ
かの人もしいと思うことでしょう。
　では，これから学習する下ڃ生にそれをわか
りやすく伝えるとしたら，あなたはどのように
説明しますかʁ下ڃ生がつまずかないようにど
こに気をつけますかʁ
　そのポイントを，ポスターやࢀ考ॻにして，
下ڃ生に伝えましょう。

 １日先生体験
これまで学んだことを，下級生の
ためにいかしてみましょう。

学習の中で気になったこと，調べたこ
となどを発表のかたちにまとめ，みん
なの前で説明してみましょう。
聞く人たちは，それに対する意見など
を返すようにしましょう。

　調べたこと，考えたことは，レポートにかいたり，発表したりしましょう。
発表の準උをすること自体が，考えをਂめることにつながり，ほかの人のҟ
なる視点をもらえば，さらに考えがਂまります。

 学びをキャッチボール

実験計画の立て方に
興味をもって，蒸散
をテーマに調べる計
画を立てました。২物の෦分によってどのくらいৠࢄのྔがͪがうか

ʻ変える݅ʼ植物の部分（茎
くき

，葉の表ଆ，葉
のཪଆ）

ʻそろえる݅ʼそれぞれの部分の面積（でき
るだけそろえる），日にち，時刻，個体

方法　①"ɿ葉の表ଆだけにϫηリンを͵る
　　　　�#ɿ葉のཪଆだけにϫηリンを͵る

　　�Cɿ葉の表ଆ・ཪଆにϫηリンを͵る
　　�Dɿ茎だけにϫηリンを͵る
　　�&ɿどこにもϫηリンを͵らない
　　�'ɿ茎のかわりにΨラスを使う
ᶄࢼ�験に水を入れてそれぞれの茎をさし，
時間を決めてݮった水の量をൺ

ひ

ֱ
かく

する。

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

　　学びの͋し͋と（→ p.75）
生物と，養分・酸素・二酸化炭素にはどの
ような関わりがありますか。動物や植物を
例にして，図や文章で説明してみましょう。

5

10

15

 140 

2-2

発展

つなげて深める

この୯元で学習した内容と，࣍のことがらをつなげて発想を広げましょう。

私たちの班は、デンプンが分解
されるときにはたらく消

しょう

化
か

酵
こう

素
そ

に興味をもちました。

デンプンが分解されるとき，どの
ような化学変化が起こっているの
でしょうか。

 学び，再発見

　デンプンは，ϒドウ糖分子が右の図のよう
にたくさんつながってできています。
　デンプンを分解する消化߬素は，デンプン
分子の形とだけ合う形のくぼみ部分をもって
います。このくぼみ部分にデンプン分子がは
まりこむと，デンプンが切られて，分解され
るしくみです。形の合わない物質に対しては，
消化߬素ははたらきません。形が合ったとき
だけはたらくので，「ݤ

かぎ

」と「ݤ
かぎ

݀
あな

」の関係
にྫえることができます。
　体内では，消化߬素Ҏ外にもたくさんの種
類の߬素がはたらいています。細

さい

๔
ぼう

吸にݺ
よって，ϒドウ糖からΤネルΪーが取り出さ
れるときにも，細๔の中で߬素がはたらいて
います。߬素は生໋の活動に必要なさまざま
な化学変化を起こさせています。

＋仕事とつなげる

＋これまでの学習内容とつなげる

＋Ո庭生活とつなげる

＋興味のあることとつなげる

＋学校生活とつなげる

＋ほかの人の意見とつなげる

ϒドウ糖

切断

消化߬素
（マルターθ）

消化߬素（アミラーθ）

ഴ芽糖

切断切断切断デンプン

デンプンの
形と合う
くぼみ部分

結合を切断する
はたらきが
ある部分

学習の中で，もっと知り
たいと思ったことを深め
ていきましょう。

何ができると「深い学び」
が実現するのか，p.4-5
で確認しておきましょう。
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●実験の目的を理解
しましょう。

●実験の手順を話し
合い，たがいに分
担して準備しま
しょう。

1 実験を࢝めるલに
●気づいたことをメモ
しましょう。

●薬品や火をあつかう
ときは立って実験を
しましょう。

2 実験をߦうときは

実験室を使うコツ

基本
●先生の注意や指示をよく聞きましょう。
●走ったり，ふざけたりしてはいけません。
●机の上には，必要なものだけを出しておきましょう。
●協力して実験を進めましょう。
●器具を器具を壊

こわ

してしまったり，壊れた器具を見つけたり
したときは，すぐに先生に報告しましょう。したときは，すぐに先生に報告しましょう。

●器具を大切にあつかい，運ぶとき器具を大切にあつかい，運ぶとき
は慎

しん

重重
ちょう

に両手で持ちましょう。器に両手で持ちましょう。器
具はみんなのものです。具はみんなのものです。

●実験によっては，保
護めがねや軍手など
をつけましょう。

●気体を発生させる実
験では，換

かん

気
き

を行い

保

気体を発生させる実
を行い

どうやって
理科を学ぶの？

5

10

15

20

15

ֶͼଓ͚Δ͑ݟ͕�࢟Δ

学び続ける態度が身につく

学शをऴ͑てຬするのではな͘，
ͦの学ͼを;りฦったり，ਂめた
り，さらに身のまΘりにはたらき
かけてい͘。ͦして，ͦれをଓけ
てい͘。ͦんなਓ間になって΄し
いとい͏ئいをࠐめて，「ओମత・
ରతでਂい学ͼ」のྫを示しま
した。

୯ݩͷʮཧ科Ϛελʔʯ

「த学生がどのΑ͏なࣗ༝ݚ究を
しているか」コϯςετにԠืさ
れたྫを，ຊਓのΠϯλϏϡーと
ともにࡌܝしました。
生徒が学Ϳҙཉをߴめ，ক来を
૾するॿけとなります。

例ڀݚͷࣗ༝ࡍ࣮

1 年 p.10

だから

2 年

2年
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炭酸水素ナトリウム 加熱後の物質

物
質
の
よ
う
す

水
に
溶
け
る
よ
う
す

フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン

溶
液
を
入
れ
た
と
き

原子カードでも考えて
みよう。うまく説明で
きるかな。

①発生した気体の性質
・火のついた線

せん

香
こう

を入れたら，火は消えた。
・マッチの火を近づけても燃えなかった。　
・石灰水を白くにごらせた。
ᶄࢼ験の口もとの液体に塩化コόルトࢴを
つけると，うすい色に変わった。
ᶅ炭酸水素φトリウムと加熱ޙの物質のちがい
・炭酸水素φトリウムは水にあまり溶

と

けず，フΣ
ϊールフタレイン溶

よう

液
えき

がわずかに色になった。
・加熱ޙの物質は水によく溶けて，フΣϊー
ルフタレイン溶液が色になった。

①��線香の火が消え，また，気体が燃えなかっ
たことから，発生した気体は酸素でも水素
でもないことがわかる。そして，石灰水を
白くにごらせたことから，発生した気体は
二酸化炭素であることがわかる。
ᶄࢼ��験の口もとについた液体は，塩化コό
ルトࢴをうすい色（౧色）に変えたこと
から，水であることがわかる。

ᶅࢼ��験にった白い粉の固体は，水に溶
けるようすやフΣϊールフタレイン溶液を
入れたときのようすから，もとの炭酸水素
φトリウムとはちがう物質であることがわ
かる。

˔��Ҏ上のことから，炭酸水素φトリウムを加
熱すると，二酸化炭素，水，もとの炭酸
水素φトリウムとはҟなる白い粉に分
かれるといえる。

ᶃ気体の性質

ᶄ試験のޱもとにできた物質

ᶅࢎ水ૉφトリウϜとՃ後の物質のൺ
ͻ

ֱ
かく

結果・考察

線香

マッチ

塩化コόルトࢴは，
水に৮

ふ

れると，色
（౧

もも

色）になる

気体は燃えない 石灰水が白くにごる線香の火が消える

次の時間は炭酸水素ナトリウムの化
学変化を原子のモデルでまとめます。

炭酸水素φトリウムの分解

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

図1�   探究 � の結果ྫ

この
時間の
まとめ

炭酸水素ナトリウムを加熱す
ると，二酸化炭素，水，もと
の炭酸水素ナトリウムとは異
なる白い粉末に分かれる。

গし溶ける よく溶ける

うすい色
ˣ
ऑい
アルカリ性

色
ˣ
強い
アルカリ性
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Δ͑ݟ�のํ๏͕ߟ
「結果」と「考察」はちがうと先生は言うけれど，どうちがうの？
「結果」をもとに「考察」するって，具体的にはどうするの？

考察が書けるようになる

観察・実験の結果ྫを໌֬に示し，
考察では結果のどこの෦分に
して分ੳ・解ऍするのか，考͑ํ
ʢจྫʣをྫ示しました。
దな考͑ํを生徒が学んでい͘
手ॿけとなります。

݁ՌΛੳɾղऍ͢Δ

加熱後の物質

ᶅࢎ水ૉφトリウϜとՃ後の物質の

マッチマッチ

塩化コόルトࢴは，
水に
（

石灰水が白くにごる

炭酸水素φトリウムの分解

炭酸水素ナトリウムを加熱す
ると，二酸化炭素，水，もと
の炭酸水素ナトリウムとは異
なる白い粉末に分かれる。

加熱後の物質

ᶅࢎ水ૉφトリウϜとՃ後の物質の

塩化コόルトࢴは，
水に
（

石灰水が白くにごる

炭酸水素φトリウムの分解

炭酸水素ナトリウムを加熱す
ると，二酸化炭素，水，もと
の炭酸水素ナトリウムとは異
なる白い粉末に分かれる。

水
の
上
昇
温
度

ʤ℃ʥ

時間ʤ分ʥ

電力ʤ8ʥ

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

0

0

1 2 3 4 5

5

6

10 15 20

水
の
上
昇
温
度

ʤ℃ʥ

水
の
上
昇
温
度

ʤ℃ʥ

時間ʤ分ʥ

電力ʤ8ʥ

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

0

0

1 2 3 4 5

5

6

10 15 20

水
の
上
昇
温
度

ʤ℃ʥ

電ѹʤ7ʥ 6.0 電流ʤ"ʥ 3.06 電力ʤ8ʥ 18.36

時間ʤ分ʥ 0 1 2 3 4 5
水の温度ʤ℃ʥ 24.8 27.3 29.9 32.6 35.3 37.9
水の上昇温度ʤ℃ʥ 0 2.5 5.1 7.8 10.5 13.1

電力ʤ8ʥ 4.65 9.27 18.36
水の温度ʤ℃ʥ 24.8 24.3 24.8
5分間の上昇温度ʤ℃ʥ 2.9 6.5 13.1

・�図 28 から，電力という݅
を一定にした場合に，上昇温
度は，電流を流した時間にൺ
ྫすることがわかる。

・�図 29 から，5 分間の上昇温
度という݅を一定にした場
合，上昇温度は電力にൺྫす
ることがわかる。

・�すなわち，「水の上昇温度」は，
「電熱線に電流を流した時
間」と「電力」の積にൺྫす
るといえる。

結果・考察

図��   実験 " の結果とグϥϑ - 間と水の্ঢԹ度の関࣌

図��   実験 # の結果とグϥϑ - ి力と � 分間の্ঢԹ度の関

電力と時間の積は，別の単位
でも表せます。

実験"の結果　2Њの電熱線に 6.07 の電ѹをかけた

実験#の結果　電力と 5分間の上昇温度

ʻ実験"ʼ
電力を一定にしてٻめた結果か
ら，時間と水の上

じょう

昇
しょう

温度の関係
をグラフにすると，図 28 のよ
うになる。
ʻ実験#ʼ
時間を一定にしてٻめた結果か
ら，電力と水の上昇温度の関係
をグラフにすると，図 29 のよ
うになる。

この
時間の
まとめ

電熱線のはたらきは，電力に
比例し，また，電熱線を使用
した時間にも比例する。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

４Ωや６Ωの実験用ヒー
ターを使っても同じ関係
になるかやってみよう。

熱量と電力・時間の関係

5
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15

20
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ཧ解に՝がݟडけられや
すいάϥϑの分ੳ・解ऍྫも
ॆ実しています。

άϥϑͷੳɾղऍ

教科書ͰɼࢠͲͨͪͷͲͷΑ͏ͳΛ͍ͯ͠ࢦ·͔͢ʁ

だから

うになる。
ʻ実験#ʼ
時間を一定にしてٻめた結果か
ら，電力と水の上昇温度の関係
をグラフにすると，図 29 のよ
うになる。

つけると，うすい色に変わった。
ᶅ炭酸水素φトリウムと加熱ޙの物質のちがい
・炭酸水素φトリウムは水にあまり
ϊールフタレイン溶

よう

・加熱ޙの物質は水によく溶けて，フΣϊー
ルフタレイン溶液が色になった。

2年

2年
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見 方

考え方

この
時間の
課題

からのޫが物体にࣹするとき，ޫのਐΈ方にはどݯޫ
のようなܾ·りが͋るか。ޫઢのモデルで考える。

光源が見えるというこ
とは，光が目に入って
くるということだよね。

タブレットPCを使っているときに，天井の電灯
が画面に反射して気になることがあるよね。
天井を見ると電灯はたくさんあるけど，画面にう
つった電灯はどれなんだろう？

じゃあ光が見えないとい
うことは，目に光が入っ
てこないのかな？

鏡と光線の角度によって，
反射のしかたが変わるん
じゃないかな？

光源と鏡を準備しよう。
光線を正確に記録
するにはどうした
らいいだろう。

鏡に反射する光を紙に
うつせば，光線の進み
方を書きうつすことが
できるんじゃないかな。

光源からの光が物体に反射すると
き，光の進み方にはどのような決
まりがあるか。

光の反射のしかた探 究1

?
気づき

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図�   λϒϨοト 1C にөるి౮

  光はまっすぐに進み，鏡で反射
する
  光の進み方と光線のモデルを
関連づける

5

 135 

見 方

考え方

この
時間の
課題

？

物質が燃えるのは状態変化ではないよね。 「燃える」とは，炎
ほのお

が出た
り赤く光ったりして，その
あとに黒くなることだと思
う。このとき質量が減るん
じゃないかな。

物質が燃えるには，
酸素が必要だよね。

「物質が೩える」とは，物質がどうなることか。εチール
ウールのՃをྫに考える。

中学校１年で，砂糖（有機物）
や鉄（無機物）を加熱する実験
を行いました。
このとき，物質と酸素の間に何
が起こっていたのでしょうか。
砂糖を加熱したあとでは，質量
は図１（a）のように減りまし
た。では鉄 (b) はどうなるで
しょう。

質量が減ったことを調べるため
には，物質を加熱する前後で，
電子てんびんを使って質量を比
べればいいよね。

物質を加熱したあとは，黒くなって
ぼろぼろになるよね。加熱する前後
での物質の性質のちがいを確かめる
には，どうすればいいかな。

れいきゃく

"�3�13�1修正

水蒸気
加熱

水氷

気体

ྫྷ٫

液体固体

加熱

ྫྷ٫

化学変化と原子1
「物質が燃える」とは，物質が
どうなることか。

  燃えた前後でのスチールウール
の性質を比

ひ

較
かく

する

物質そのものの変化探 究1

?
気づき

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図1   ༗機物，無機物のՃ

（a）砂のՃ

（C）మのՃ

  物質は粒
りゅう

子
し

の集まりでできて
いる

10

15
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ֶͼ͋͏ଶ�͕ҭͭ

「みんなと学ぶ」学校図書

教科書のרに，ϗϫΠτϘード
としてػ能するページを設けまし
た。2�DNʷ ��DNαΠζのϗϫ
ΠτϘードを，൝にͻとつではな
͘，�  生徒全員が持っている こと
になります。
生徒ど͏しのし߹いに，ͥͻご
。用ͩ͘さい׆

ΞΠσΞϘʔυΛר
͍߹ͯͬ͠

すべての探究のページに，ͦの探
究׆ಈにつながる「気づき」のྫを
示し，తҙࣝをもってし߹い
ながら探究に取り組めるΑ͏͘;
͏しました。

୳ڀͷಋೖΛ৽

ΞΠσΞϘードの使いํに
ついてはこちら

だから

計 画

2 年

1年 2年
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େʹͳͬͯɼେ෯�ܰྔԽ

̎̌ େͰ࠷དྷΑΓैݮˋ

従来のコラムや基本問題は，̧̦コード教材として再構築いたしました。
その分量は３学年分のページ数にして，

※基本問題は，指導書の資料
　としても利用できます。

１００ページ以上

·ͱΊ（23ίʔυ教ࡐ）

తͳ՝ʹͲͷΑ͏ʹରԠ͍ͯ͠·͔͢ʁࠓ

ʹՊॻϖʔδ͕૿͑Δڭ
͋Δͳ͔ɼΘͨͨͪ͠
ੜెのෛ୲ݮΛࢦ ·͠͠ ͨɻ
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QRコード教材でఏڙしているΞϓϦの解説

23ίʔυ教ࡐͷ例

ϓϩάϥϛϯά教ࡐ

ϑϩーνϟーτ� ʜ��Q��1
ΨΫτචࢉ計ػࢉ� ʜ��Q��2
ΨΫτೱ

ㆮㆄ


ㆩ

計ػࢉ� ʜ��Q���

年̍ੜ

�Χードࢠݪ ʜ����Q�2�

�年ੜ

見 方

考え方

この
時間の
課題

എ骨があるか

水中に
すんでいる

「݅によって断する」
ときの手順のマーク

いいえはい

ΤϏ，昆虫魚，イルカ

はい はい

いいえいいえ
体に節
があるか

イカ，二ຕ
カΤル，トカή，
鳥，ネズミ，ヒト

脊
せ き

椎
つ い

動
ど う

物
ぶ つ

1

体の表面は，どのようなようす
でしょうか。
足はどのようなつくりになって
いるでしょうか。触って確かめ
てみましょう。

"���動物Ԃや水ؗで実ࡍに動物の特徴を調べてみよう。

　p.29，30 の分類の方法をࢀ考にして，動物を観察しながら特徴を見いだし，分類する。

C���観察した動物をどのように理し
たら，うまく分類できるだろうか Ň
右のように観点や基準がわかるよ
うに表現してみよう。

このようなマークを使った手順
の表し方を「フローチャート」
といいます。くわしくは技術の
時間で学習します。

ここからさらに分類
できるかな？

技術

マリンϐア日ຊ海（新潟県新潟市） マリンϫールド海の中道（岡県岡市）天
てんのうじ

Ԧࣉ動物Ԃ（大ࡕ大ࡕ市）

#���イカやΤϏなどを観察して，特徴をまとめてみよう。

動物の分ྨ

第1章や２章で身につけた分類のしかたをいかして，
今度は動物を調べましょう。分類のときは，「観点」
と「基準」を意識するんでしたね。

脊椎動物は，からだの特徴で
どのように分類できるか。

  比
ひ

較
かく

して分類する

  動物には，種類によって「似
ているところ・ちがうとこ
ろ」がある

動物を観察して，その特
とく
徴
ちょう
を

まとめ，分類してみましょう。

ストップ!!
観察した͋とは，
खをよくચう。

観  察

10

15

 49 
教科書紙面で，ϑϩーνϟーτの考͑ํも
取り上͛ています。ʢ1年 Q���ʣ

基ຊૢ࡞ಈը

චࢉͷํ๏Λࣔ͢ΞϓϦ

ΧʔυΞϓϦࢠݪ

ਤ൛ͷΞχϝʔγϣϯ



2-1
　鉄の還元方法に興味をもった"さんと #さんは，製鉄
所に見学に行きました。2人は製鉄所の৬һの Xさんと
。のようにしています࣍

Xさんɿここが，高
こう


ろ

とよばれるࢪ
し

設
せつ

です。
"さんɿうわー，大きなݐ物だなー。
Xさんɿ高の断面は，図 3のようになっています。
　　高の上から鉄鉱石，コークス（炭素），石灰石
を入れます。高の下部は 2000℃Ҏ上にもなり，
こうして鉄鉱石にふくまれる酸化鉄が還

かん

元
げん

されて鉄
になります。鉄は液体になった状態で下から出てき
ます。

#さんɿ石灰石は何のために入れているのですかʁ
Xさんɿ鉄鉱石にふくまれる不純物を取りআくためで
す。不純物が石灰石と反応すると，スラグとよばれ
る物質ができます。

　　スラグは，鉄よりີ度が小さく，液体の鉄に浮
う

か
びます。こうして鉄から不純物を分

ぶん


り

できます。
　　さて，をもどします。高から出てきた鉄はય

せん

鉄
てつ

とよばれます。ય鉄は，炭素を多くふくんでいて，
かたいのですが，もろいという欠点があります。࣍
に液体のય鉄は，転

てん


ろ

（図 4）とよばれる
ろ

に運ば
れます。

　　転では，上から酸素をふきつけて，ય鉄中の
（　Τ　），二酸化炭素に変えて取りআきます。ま
だふくまれている不純物もいっしょに酸化して，ス
ラグとして先ほどと同じように分します。

"さんɿ酸素をふきつけたら，鉄がまた酸化鉄にもどっ
てしまいませんかʁ
Xさんɿ鉄は高温になると酸素と結びつきにくく，ま
た炭素が先に酸化するので，問題ありません。
　　こうしてできた鉄は，߯とよばれます。߯は，ય
鉄よりも炭素がগなく，ൺֱ的ೈ

やわ

らかいのですが，
Ͷばり強く，ࡐ料としてదしています。
　　߯はこのあと，用

よう

途
と

に応じて成分を調し，さま
ざまな鉄ࡐとなるのです。

（3�）　会จ中の（　Τ　）にあてはまる内容を，「炭素」
ということばを使って 。Ҏ内でॻきましょうࣈ10

（4�）　Xさんの説明から，２人が考えた⁞の実験がうまく
いかなかった理༝を考察し，30ࣈҎ内でॻきましょう。

（5�）　あなたがこれまでの資料をಡんで，ಔ鉱石の還元，
または鉄鉱石の還元について興味をもった内容をڍげ
ましょう。それについて，どのような方法で実験すれ
ば確かめられるかॻきましょう。

図�

原料
（コークス，鉄鉱石など）

熱෩

スラグ

ય鉄
せんてつ

高

図3

酸素

取り出し口

燃えにくい気体

転

火レンΨ

ય鉄
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3-2

ʲຊ実験ʳ
①�図１の実験置を組み立てる。ࡾ角フラスコに土
中の微生物をふくむ上ずみ液 60H，デンプン液
40H（ೱ度を変える）を加える。

ᶄ�①の状態を1日間์置して，発生した気体の体積
をはかる。

ᶅ�発生した気体の一部を石灰水に通す。

（3）　#さんは，なͥ のように断したのでしょうか。
その理༝を「もともとࢼ験の中に水」からॻき࢝めて
説明しましょう。

ʲ対র実験ʳ
ᶆ�土を加熱したあとの上ずみ液を使って，ຊ実験と
同じ方法で実験する。

ʲ結果ʳ
ᶄについて，࣍の表のようになった。

ᶅについて，発生した気体は石灰水を白くにごらせた。
ᶆについて，1日間์置しても気体は発生しなかった。

デンプン液のೱ度
˞

ʤˋʥ 0 0.5 1.0 1.5 2.0

発生した気体の体積
ʤDm3ʥ 5 38 82 118 109

#さんɿあれから考えたんだけど，デンプン液がഴ芽
糖などになったということは，もっと分解が進めば，
。は二酸化炭素と水になるはずだよͶޙ࠷

#さんɿそうだͶ。細๔のݺ吸により，有機物は二酸
化炭素と水にまで分解されるんだよͶ。二酸化炭素
と水の発生を確かめられないかな。

"さんɿ二酸化炭素の発生はす͙に確かめられるよ。
気体がでてくるとすれば，石灰水に通せばいいんだ。
水はどうしよう。

#さんɿ水の発生だけなら，塩化コόルトࢴが使える
けど，だめかあ。

"さんɿ 学校の実験ࣨにあるような器具では，水が
どのくらい発生したかは確かめられないと思うんだ
よͶ。つまり，問題は発見できたけど，実験できる
課題のかたちにはならないんだ。

"さんɿそうしたら，二酸化炭素の発生の方を考えて
いこうか。微生物の活動によって，あるೱ度のデン
プン液に対して発生する二酸化炭素はどのくらいだ
ろう。

　"さんと #さんは，土中の微生物を使って࣍のように
実験しました。

「課題」

「考察」

水を入れた水そう

メスシリンダー

カイロ

水，土中の微生物，デンプン液

ΰムせんࡾ角フラスコ
ʲ実験の方๏ʳ

ʲ対র実験の方๏ʳ土を加熱してつくった上み液を使って，
　　　　　　　　　ຊ実験のように実験する。

（4）　"さん，#さんが設定した実験の「課題」は何だと
考えられますか。「デンプン液」と「発生する二酸化炭
素」という関係に目してॻきましょう。また，結果か
ら考えられるこの実験の「考察」をॻきましょう。

図1 

˞　ここでは，デンプン液をつくるときの水の質量とデンプン
の質量の和を溶液の質量，デンプンの質量を溶質の質量と考
えて，質量ύーηントೱ度をٻめている。
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2 年

3年

20

શࠃ学 ɾྗ学शঢ়گௐࠪͷରԠ

調査結果で課題が見られる箇所の例　

ɾಠཱมͱैଐมΛ͚ؔͮΔ　
ɾ資料طଘのࣝΛͱʹɼଥͳԾઆߟΛΈཱ Δͯ��など

実験が͏ま͘いかなかったཧ༝を，
ͦのあとにఏ示する資料のதから
探して，ࣗら考察します。

資料ΛಡΈࠐΜͰ͑Δ
ड़ه

実験の手ॱや結果ͩけを示し，ͦ
こからٯに「どのΑ͏な仮説をも
とに実験したのか」を考察します。

ԾઆߟΛਪఆͯ͠
͑Δ

తͳ՝ʹͲͷΑ͏ʹରԠ͍ͯ͠·͔͢ʁࠓ
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素」という関係に目してॻきましょう。また，結果か



探究の方法の例

˞ 2015 年 9月の国連サミットで，加ໍ国 193 カ国が，2016 年ʙ 2030 年に解決すべき課題を決めた。

疑問をもったり問題を感じたりしたときに，それを解決するための
計画を立て，解決していかなければならないことは，だれにでも，
いつでもあります。その方法を学ぶのが理科です。

ੈքにはさまざまな課題があり，࣍のような「ੈքを変えるた
めの 17の目標（SDGs）」が国ࡍ会議で決められました˞。こ
のような目標をୡ成するために，さまざまな「知識」「考え方」
「態度」が必要で，その大切な部分を理科で学んでいきます。

２年生の「なぜ理科を
学ぶの？」はQRコー
ド先から確認できます。

?? ? ? ? ?
課題設定 仮説 計画 観察・実験 結果 考察 ふり返り

?
気づき

いつもやってますよね。それって理科でいう「探究」なんです。

● この人と話してみたいな  課題  
● この人って多分こうなんじゃないかな 仮説

● だったらこうやって話しかけてみよう 計画  
● 実際に話してみる 実験

● ちょっとちがったみたい ふり返り  
● だったらこうしてみようかな 仮説修正・次の計画

探究する

世界的な課題を
解決する

理科のトリセツ

この教科書を使って，
「何かを調べて，そ
の結果をもとに考え，
さらに次に発展させ
る」ことを身につけ
ていきましょう。

理科って自分の仕事や
生活に関係するだけな
んですか？
もっとたくさんの人に
役立っていますよね？

理科の学習と，このよ
うな社会との関連もこ
れから意識していきま
しょう。２年生と３年
生でも説明します。

理科の知識や考え方で
すか…
大人になるまでに身に
つければいいですよね。
今はあまり関係なさそ
うです。

1 2 1 0 2

⑤

ミョウόンは100Hの水に，
20℃のとき11.4H，
40℃のとき23.8H，
60℃のとき57.4H溶ける。

100Hの水にミョウόン23.8H
を溶かすと，40℃Ҏ上では
全部溶ける。
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100

酸カリウム
しょうさん

ེ酸ಔ

塩化φトリウム

酸カリウム
しょうさん

ミョウόン

ེ酸ಔ

塩化φトリウム

酸カリウム
しょうさん

ེ酸ಔ

塩化φトリウム

りゅうさんどうりゅうさんどう

次の時間は水
すい

溶
よう

液
えき

から溶
よう

質
しつ

を取り
出す方法を考えてみましょう。

ミョウόンは 100H の水に，
20℃のとき 11.4H，40℃のとき 23.8H，
60℃のとき 57.4H 溶ける。

100H の水にミョウόン 23.8H
を溶かすと，40℃Ҏ上では全部溶ける。

そうです。ただ，物質
によって溶解度曲線は
大きく異なります。

　ある物質について，温度ごとの溶
よう

解
かい

度
ど

を線でつなぐと図9の

ような溶解度のグラフ（溶
よう

解
かい

度
ど

曲
きΐく

線
ͤん

）ができる。水に溶
と

かす物

質の質量が溶解度曲線を超
こ

えると，その物質は溶けきれずに残る。

図�   いΖいΖな物質の༹解度

図1�   ༹解度のグϥϑのಡΈ方

この
時間の
まとめ

溶質の溶ける量は，溶解度曲
線のグラフで表すことができ
る。

資料

基本的には，水温が
上がるほど，溶ける
質量はふえていくん
ですね。
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60℃でまだ溶かす

発展

見 方

考え方

この
時間の
課題

ʴ ʴʴ

ʴ ʴʴ ʴ

ʴ ʴʴ ʴʴ

ʴ ʴʴ ʴ

ʴ ʴʴ

自༝電子
金属の原子

＋

-

原子֩

電子
（実ࡍは原子֩より
　ずっと小さい）

原子

－
－

－

－

－

－

－

－
－

－ －

－
－

－

－

－

－
－

－

－

－

－

－
－ ＋

導線

電子
電流の向き

1"の電流が流れているとき，
この断面を1ඵ間に6º1018個
の電子が通過している。

　電気を帯びた物体の間に力がはたらくのは，電気の間に力が

はたらくからである。この力を電気の力といい，次の性質が
ある。

電子にはどのような性質があるか。

 電流は電子の流れである

  電子と電気の力を関連づける

図�   導ઢの中のి子とͦのҠ動

物質をつくる原子は，原
げん

子
し

֩
かく

とそのまわりのいくつかの電子か
らできている。原子֩がもつ �の電気と，電子がもつ���の電
気は量がしく，原子全体としては電気的に中性である。また，
電子の質量は，原子全体の質量にൺべてඇ常に小さく，水素原
子の場合，原子全体の 1800 分の 1である。
導体である金属では，原子のもつ電子の一部が，原子を

はな

れて
自༝に動き回ることができる。このような電子を「自༝電子」
という。

ి気の性質

①�ʴと���の２種類がある。 ҟなる種類の電気は引き合う

同じ種類の電気はしりぞけ合う

図�   ి気による力

　電子は - の電気をおびているため，＋の電気に引かれる。回

路の場合，導線の中の電子が，電池の＋極がもつ＋の電気に引

かれて電流になると考えることができる
⁞

。

⁞　電流が流れているとき，電子は
電池のʴ極に入っていき，電池の
�極からは電子が出て導線の中に
移動していく。電池が電子を流し
ଓけるしくみは，３年生で学ぶ。

回路を流れる電流の大きさは，導線を移動する自༝電
子の速さや量によって決まる。導線の断面を一定時間
に通過する自༝電子の数が多いほど，電流が大きい。
また，回路に加わる電ѹが大きいほど，導線の内部の
自༝電子は強い力で移動させられて速くなるため，導
線の断面を一定時間に通過する自༝電子の数が多くな
る。電ѹが高いほど電流が大きくなるのはこのためで
ある。

ᶄ�ҟなる種類の電気（ʴと���）の間
には引き合う力がはたらく。

ᶅ �� と �，または���と���のように，
同じ種類の電気の間にはしりぞ
け合う力がはたらく。

ᶆ��電気の力は，
はな

れていてもはた
らく。
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˞ 2015 年 9月の国連サミットで，加ໍ国 193 カ国が，2016 年ʙ 2030 年に解決すべき課題を決めた。

ੈքにはさまざまな課題があり，࣍のような「ੈքを変えるた
めの 17の目標（SDGs）」が国ࡍ会議で決められました
のような目標をୡ成するために，さまざまな「知識」「考え方」
「態度」が必要で，その大切な部分を理科で学んでいきます。

考察

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

Can-Do List
できるようになりたい目標

?
課 題

図書館やインターネットを利用し
て情報を整理し，自分たちの考察
も加えてまとめてみましょう。

2011年の東日本大震
しん

災
さい

では，ものすごく大
きな被害がでたらしい
よ。親が大変だったと
言っていた。

友達のすんでいる地域
には，災害のときの避
難地図があるらしいよ。
どのようなことが書い
てあるのかな？

地震や火山などの現象は，
恵みをもたらすこともあ
るんだね。大地の活動が
産業に役立っている例が
あるのかな。

問 題 発 見

この単元の学習や地域の災害の話な
どから，問題を見つけて調べてみま
しょう。

大地の変動に関わる恵
め ぐ

みや災害探 究6

?
気づき

この
時間の
まとめ

大地の変動は，火山噴火，地震や
津波など自然災害をもたらす一方
で，私たちへの恵みになっている
こともある。

大地をつくる岩石や大地の活動，
私たちの生活との関連を考えられ
るようになりましたね。章のはじ
め の Can-Do List（p.230）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。
２年生では，地球をつつむ空気の
性質を考えていきましょう。

この探究活動では，自分
たちで調べて，レポート
にまとめるところまで
やってみましょう。

େ地の変動に関わるどのようなܙΈや災が
͋るか。·た，災に対しては，どのような
防災・減災対ࡦが立てられているか。

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 1 3 5

5

5
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１年 p. ᶇ

1年 p.251

1 年 p.90

2 年 p.209

2 年

21

従来のカラーユニバーサルデザインや
ユニバーサル書体の使用に加えて，
●�紙面デザインをひかえめに
●�教科書本文の再検討，情報を厳選
●�重要な内容を箇条書きに
など，わかりやすくするために紙面を
刷新いたしました。

ࡂɾ�4%ࡂݮ(T

ΠϯΫϧʔγϒ教ҭ

1 年生のר಄，2年生
のר಄，3年生の࠷ऴ
୯ݩで，学श内༰との
ؔ࿈を説໌しています。

֤学年Ͱ4%(Tͷ
ΛऔΓ্͛

学んͩ内༰をいかして，ݮ・ࡂ
にかかΘる身ۙなྫをࣗらௐべࡂ
る探究׆ಈを設けてあります。

ࡂɾࡂݮʹつ͍ͯௐΔ
ಈ׆

̍ページ内のจষをݫ選し，
学शにඞཁなใをΘかりや
す͘هड़してあります。

άϥϑについては，色ͩけで
۠ผするのでな͘，ઢのܗの
ちがいでもΘかります。

同じ種類の電気はしりぞけ合う



ʢୈ 1߸ʣ�෯いࣝと教ཆを身に
け，ਅཧをٻめるଶをཆい，๛か
なૢとಓಙ৺をഓ͏とともに，݈
やかな身ମをཆ͏こと。

（知識・理解，探究，道徳教育）

・�科学తに探究するํ๏について，ていͶいに説໌し，ま
た，ଟ༷な׆ಈが準උされている。さらに，科学తな
ࣝを身につけられるΑ͏にΘかりやすいهड़が৺がけら
れている。これらを௨͡て，科学తに探究する能力とଶ
を育むΑ͏にߏ成している。

・�特に，ר಄の「理科のトリセツ」では，ཧ科を学Ϳҙٛや
探究のํ๏をΘかりやす͘示しているとともに，ਓのҙ
をΘかりやす͘ਓに͑たりݟをฉいたり，ࣗ分のҙݟ
することをे分取り上͛ている。

理科のトリセツ

 1年 p.④～13
問題発見
　１年 p.20 ～ 21，１年 p.66 ～ 67など
しっかり仮説・しっかり計画
　２年 p.33 ～ 36，２年 p.95 ～ 98など
学び続ける理科マスター
　１年 p.60 ～ 61，２年 p.70 ～ 71，
　３年 p.128 ～ 129など

ʢୈ 2߸ʣݸ�ਓの価をଚॏして，ͦ
の能力を৳し，�ੑをഓい，ࣗ
ओٴͼࣗ立のਫ਼ਆをཆ͏とともに，
৬ٴۀͼ生׆とのؔ࿈をॏࢹし，ۈ
࿑をॏんͣるଶをཆ͏こと。

（日常との関連，キャリア教育）

・�全ମを௨して，生徒がओମతに学शに取り組めるΑ͏，学
श内༰と৬ۀやৗ生׆とのؔ࿈を示すなど，生徒のڵ
ຯؔ৺をߴめるΑ͏にߏ成されている。特に֤רר಄に
設けている「ミッションＸ」のページは，৬ۀと学श内༰
のؔ࿈をる͏͑で༗ޮである。

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
資料など　
 1 年 p.243，２年 p.166，２年 p.266，
　３年 p.71 など

ʢୈ 3߸ʣ�ਖ਼ٛと，உঁのฏ，
ࣗଞのܟѪとڠ力をॏんͣるととも
に，ެڞのਫ਼ਆに基づき，ओମతに
ࣾձのܗ成にࢀ画し，ͦのൃలにد
༩するଶをཆ͏こと。

（男女平等）

・�し߹いのํ๏などについて;れられており，し߹い
のଶを育む͏͑で༗ޮである。

・�し߹いの面をଟ͘設け，ଞऀのҙݟをଚॏし，ڠ力
し߹͏ଶを育むΑ͏にしている。

・�ਓの資料ࣸਅやΩϟϥΫλーのࡌܝにあたっては，உ
。になるΑ͏に配慮しているۉঁ

理科のトリセツ

 １年 p.12 ～ 13
問題発見
　１年 p.130 ～ 131など
探究
　２年 p.175 など
アイデアボード
　各巻巻末

ʢୈ 4߸ʣ�生໋をଚͼ，ࣗ વをେに
し，ڥのอ全にد༩するଶをཆ
͏こと。

（生命の尊重，環境教育）

・�ষは͡めの「Can-Do List」で，生をେにすることを
͏ながし，また֤רで࣋ଓՄ能な։ൃඪʢSDGsʣに;
れるなど，生໋のଚॏとڥอ全のଶを育むΑ͏にし
ている。

Can-Do List
 １年 p.22，２年 p.76 など
理科のトリセツ

 １年 p.⑤，２年 p.④
本文
　３年 p.257

ʢୈ 5߸ʣ�౷とจԽをଚॏし，ͦ れ
らをは͙͘んできたզがࠃとڷを
Ѫするとともに，ଞࠃをଚॏし，ࠃ
༩するଶدձのฏとൃలにࣾࡍ
をཆ͏こと。

（伝統文化，国際理解）

・�ຊの౷ٕज़と科学のؔ࿈を示したり，内֎の科学ऀ
のհや，ຊ֤ٴͼ֎ࠃの資料ࣸਅをࡌܝし，ຊ
の౷・จԽやଞࠃをଚॏするଶを育むΑ͏にしてい
る。

写真，資料

 1 年 p.68，２年 p.159，３年 p.237
など

サイエンスカフェ
　３年 p.180 など

教
育
基
本
法
第
2
条

؍ 特色 ۩ମ例

ผ特色一覧؍
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考͑ํをはたらかͤて，資࣭・ํݟ
・能力を育むߏ成になっているか。
（学習指導要領，見方・考え方，資質
・能力）

・�年間指導計画でఆされたすべてのत࣌ۀ間において，
「見方・考え方」のྫが示されており，さらに「ํݟ・考
͑ํ」をはたらかͤて，ͦ の࣌間の՝に取り組むΑ͏に
͏ながされている。

本文

 1年 p.23 右上，１年 p.28 右上，
　１年 p.33 右上

　など

学श指導ཁྖにおいて示された「資
࣭・能力」の 3つのப「ࣝ・ٕ能」
学ͼ」「考力・அ力・表現力ࢥ」
にか͏力・ਓ間ੑ」を;ま͑た
配慮がなされているか。

（学習指導要領，資質・能力，知識
・技能，思考力・判断力・表現力等，
学びに向かう力・人間性等）

・��ষは͡めの「Can-Do List」で，資࣭・能力の̏観を໌
示しており，֤ষでどのΑ͏なࣝを身につけるのかな
どのݟ௨しをもって学शをਐめることができる。

・��ষのऴΘりの「何ができるようになったか」では，ষのは
͡めにある「Can-Do List」の内༰を;りฦる׆ಈが設け
られており，ࣗޮݾ力ײをߴめながら資࣭・能力をߴめ
る͘;͏がなされている。

Can-Do List
 １年 p.68

⬇
何ができるようになったか

 １年 p.83
など

ओମత・ରతでਂい学ͼの実現に
や配慮ಈに資する׆けた学श
があるか。

（学習指導要領，主体的・対話的で深
い学び）

಄の「理科のトリセツ」では，教科書を使用してओମతר�・
・ରతでਂい学ͼが実現できる面の説໌があり，こ
れらの学ͼを実現さͤるは͡めのஈ֊としてศརである。

・�従来ΑりもΩϟϥΫλーのਧき出しがඈ༂తに૿͑てお
り，し߹いの面がඇৗにଟい。このため，学शをਐ
めるࡍにରがඇৗにॏཁであることをࣗવと生徒に
͑ることができる。

・�୯ݩの「学び続ける理科マスター」には，ਂい学ͼの׆
ಈྫが示されており，生徒がࣗら׆ಈするࡍのࢀ考にす
ることができる。

・�֤ のϗϫΠτϘードのΘࡍには，し߹いのޙ࠷のר
りになる紙面が設けられている。

理科のトリセツ

 １年 p.4 ～ 5，１年 p.12 ～ 13
学び続ける理科マスター
　１年 p.60 ～ 61，２年 p.140 ～ 141
アイデアボード
　各巻巻末

֤学年の探究のॏに配慮した
や配慮があるか。

（学習指導要領，探究の重点）

・�֤ 学年で࣍のΑ͏な探究のॏ߲が示されている。
ʲ̍学年ʳ֤ ୯ݩのは͡めに「問題発見」とい͏׆ಈを設け

ている。
ʲ̎学年 探r究にΑって「しっかり仮説」「しっかり計画」

とい͏ϚーΫが示されており，これらの׆ಈに力を
入れることがదな探究׆ಈがΘかるΑ͏になって
いる。

ʲ̏学年 探r究にΑって「しっかりふり返り」とい͏ϚーΫ
が示されており，どのΑ͏な׆ಈを͏ߦと;りฦり
になるのか，໌示されている。

問題発見
　１年 p.20 ～ 21，１年 p.130 ～ 131

など

しっかり仮説
　２年 p.33 ～ 36，２年 p.43 ～ 46など
しっかり計画
　２年 p.95 ～ 98，２年 p.175 ～ 178

など

しっかりふり返り
　３年 p.17 ～ 20，３年 p.89 ～ 92など

୯ݩやষは，全ମとしてܥ౷త・ൃ
లతに組৫・配ྻされているか。

・�֤ 学年とも，ఆする年間指導計画にͦった୯ݩ配ྻに
なっており，ॳの教ࢣがߏ成をཧ解しやす͘なってい
る。

・�֤ ୯ݩの内༰はすべて̏ষにཧされており，全学年を
௨͡て学श内༰の۠りがΘかりやすい。

もくじ
　１年 p.③，２年 p.③，３年 p.③

配当࣌内で指導Մ能なΑ͏にߏ成
されているか。

ͼ年間指導計画は，૬当なΏとりをもって学ٴ配分࣌�・
शをਐめられるΑ͏に࡞成されている。ͦのため，教ࢣ
のྔࡋにΑって，探究׆ಈをॆ実さͤたり，基ૅ基ຊの
ఆணに力を入れたりなど，生徒の実にԠ͡た手当てが
ඇৗにしやす͘なっている。

学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

؍ 特色 ۩ମ例

単
元
の
組
織
・
配
列
・
構
成
・
分
量

年間指導計画
一覧はこちら
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؍ 特色 ۩ମ例

学
習
内
容
・
程
度

学श内༰のܥ౷ੑやখ学ߍとのؔ࿈
についてे分に配慮されているか。
 （小中の関連，学習の系統性，学習
の見通し）

・�֤ ୯ݩの࠷ॳに「ふり返ろう・つなげよう」とい͏いの
ページがあり，طश߲ࣄとのؔ࿈がਤられるとともに，こ
れから学शすることのݟ௨しももつことができる。

・�ຊจதには，「ふりかえり」とい͏খғΈがあり，طशࣄ
߲やؔ࿈する学शのܥ౷ੑをҙࣝすることができる。

ふり返ろう・つなげよう

 １年 p.65 右下，２年 p.144 左下
など

ふりかえり
　１年 p.33 右上囲み，
　２年 p.233 下囲み

など

ࣗવのࣄ・現についてのཧ解を
ਂめ，科学తなํݟや考͑ํをཆ͏
Α͏に配慮されているか。
 （探究，科学的な思考・表現）

・�科学తに探究するํ๏について，ר಄の「理科のトリセ
ツ」で解説されており，またすべての探究のページで，ͦ
のํ๏を身につけるためにదしたߏ成になっている。

理科のトリセツ

 １年 p.6 ～ 7，２年 p.6 ～ 7，
　３年 p.4 ～ 5
探究
　１年 p.135 ～ 138，２年 p.95 ～ 98

など

基ૅత・基ຊతな学श内༰のఆணが
ҙࣝされ，学力上の手立てが準උ
されているか。
 （基礎・基本，知識・理解，活用）

・�QRコード教材として，「学習のまとめ」と「単元末問題」
が設けられており，Ոఉ学शに用いることができる。

・�QRコード教材には，ެ のڞ PCですや͘ࡧݕするため
のཧ൪߸が当てられており，ݸਓのがな͘ともར
用しやすい͘;͏がされている。

・�֤ ୯ݩには「学びを日常にいかしたら」が設けられてい
る。内༰は全ࠃ学力・学शঢ়گௐࠪをҙࣝしたであ
り，௨ৗのूではྨࣅがগないなかでར用価
がߴい。

QRコード教材
 

学びを日常にいかしたら
　１年 p.126 ～ 127，２年 p.72 ～ 73，
　３年 p.130 ～ 131

など

生徒のݸにԠ͡たがなされてい
るか。
 （家庭学習，自学自習）

・�探究の結果のページには，「結果」と「考察」がΘかりやす
͘示されていて，探究の内༰をՈఉで෮शするࡍに立
つ。

・�QRコード教材として，「学習のまとめ」と「単元末問題」
が設けられており，Ոఉ学शに用いることができる。

・�QRコード教材には，ެ のڞ PCですや͘ࡧݕするため
のཧ൪߸が当てられており，ݸਓのがな͘ともར
用しやすい͘;͏がされている。

結果・考察

 １年 p.200，２年 p.40，２年 p.178，
　３年 p.92，３年 p.138

など

学श内༰とࣗݾのক来とのつながり
をݟ௨すことができ，ࣾձత・৬ۀ
తࣗ立にけてඞཁな力を身にけ
るためのや配慮があるか。

（日常との関連，キャリア教育）

のಇ͘ਓをհする「ミッションX」では，学शࠐ಄ંר�・
内༰と৬ۀとのؔ࿈をཧ解し，科学を学Ϳҙٛや༗用ੑ
を実ײできる。これにΑり生徒の学शҙཉをߴめられる。

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
この自由研究がスゴイ！
　１年 p.11，２年 p.9，３年 p.7

QRコード教材一覧
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؍ 特色 ۩ମ例

学
習
内
容
・
程
度 科学を学Ϳҙٛや༗用ੑを実ײし，

ؔ৺をߴめられるΑ͏，ৗ生׆や
ࣾձとのؔ࿈がਤられ，࣋ଓՄ能な
։ൃඪʢSDGsʣをҙࣝするための
。や配慮があるか
 （日常との関連，持続可能な開発目
標，防災・減災教育）

・�ຊจதには，దٓ，学श内༰とৗとのؔ࿈を示す資料
が設けられている。

，には，ಇ͘ਓをհする「ミッションX」がありࠐ಄ંר�・
学श内༰と৬ۀやৗ生׆とのؔ࿈がΘかり，科学を学
Ϳҙٛや༗用ੑを実ײでき，生徒の学शҙཉをߴめられ
る。

・�̍ 年生や̎年生では，ࣗવࡂをςーϚに生徒がࣗらௐ
べる学शが準උされている。また，̏ 年生の「ϛογϣϯ
X」では，特にࡂݮ・ࡂをςーϚにした紙面が設けられ
ており，ࡂݮ・ࡂの面でも科学を学Ϳҙٛや༗用ੑを
実ײできる。

・�֤ ，で持続可能な開発目標ʢSDGsʣが取り上͛られר
。อ全のଶを育むΑ͏にしているڥ

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
理科のトリセツ

 １年 p.⑤，２年 p.④
本文
　３年 p.257
探究
　１年 p.251，２年 p.270
資料
　１年 p.105，１年 p.145，１年 p.213，
　２年 p.126，３年 p.31，３年 p.146

など

「ൃలతな学श」は，దなߏ成・内
༰になっているか。�（発展）

・�ൃ లతな学श内༰については，「発展」と表示されてຊจ
と໌֬に۠ผされている。

・�生徒のڵຯ・ؔ৺をߴめたり，学श内༰のཧ解をさらに
ਂめる内༰が，ؔ࿈するՕॴに設けられており，生徒の
実に߹Θͤて取りあ͛られるΑ͏に配慮されている。

発展
　1年 p.41，２年 p.215，３年 p.108，
　３年 p.151，３年 p.181

など

ICT׆用能力やใϦςϥγー，
ใϞϥϧの育成をਤるためにదな
。や配慮があるか
 （ICT の活用）

・�QRコード教材として，ଟ༷なϓϩάϥϛϯά教材が準උ
されており，教科書紙面でもϑϩーνϟーτなどがհ
されている。

・�Πϯλーωοτをར用するときのҙや，هड़をҾ用す
るときのҙについて取りあ͛られている。

プログラミング教材

本文
　1年 p.61 下

ଞ教科，特ผ׆ಈٴͼ૯߹తな学श
の࣌間とのؔ࿈がඞཁにԠ͡て配慮
されているか。�（他教科との関連，特別活動）

・�ଞ教科とのؔ࿈を示すためのϚーΫが，たと͑「つなが
り・数学」などとして示されている。

・�՝֎学शを͏ながす手立てとして，֎で観察するため
のॴ，ࢪ設のհなどの資料がࡌܝされている。

つながり
　１年 p.24 右下，１年 p.49 下，
　２年 p.171 側注

など

め，ࣗଞの生໋をଚॏߴҙࣝをൣن
するଶを育成し，๛かなੑײや
ૢをཆ͏ためのや配慮があるか。�（道徳教育，環境教育）

・�ষは͡めの「Can-Do List」で，生をେにすることを
͏ながし，また֤רで࣋ଓՄ能な։ൃඪʢSDGsʣに;
れるなど，生໋のଚॏとڥอ全のଶを育むΑ͏にし
ている。

・�২やಈのからͩのつ͘りやಇきをௐべたり，ਓ間と
ࣗવのؔΘりなどについて学शしたりして，生໋のଚॏ
とڥอ全のଶを育Έ，̏年生のޙ࠷では，ਓ間がも
つ科学ٕज़の使いํを考͑，࣋ଓՄ能な։ൃඪʢSDGsʣ
についてのҙࣝがߴめられるΑ͏に配慮されている。

Can-Do List
 １年 p.22，２年 p.76 など
本文
　２年 p.137 ～ 138，
　３年 p.240 ～ 241，p.257

など
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؍ 特色 ۩ମ例

学
習
内
容
・
程
度

ࣗવのࣄ・現にରする生徒のڵ
ຯ・ؔ৺をҾきىこし，ࣗら学Ϳҙ
ཉをߴめるΑ͏に配慮されているか。
 （関心・意欲・態度）

・�資料ੑがߴいࣸਅやਤがਵॴに入れられており，学शҙ
ཉをߴめ，学श内༰のཧ解がਂまるΑ͏に配慮されて
いる。

・�学श内༰として࠷ݶの解説資料Ҏ֎に，さま͟まなิ
ॿ資料ࣸਅやコϥϜ「サイエンスカフェ」など，ଟ࠼な資
料がదに配ஔされている。

・�学शҙཉをߴめるため，Ҭੑのあるࣸਅやσーλがଟ
͘取りあ͛られている。

3 年 p. ①

2年p.144

①

3 年 p. ①

北極地方の海氷（海の上に浮かんでいる氷）
を主な生息場所にしているホッキョクグマ

②

2-3

あたりまえの
電気を見直せ

電流と
そのはたらき

�電気の通り道のことを回路という。� （小学校 3年）

�電気の流れのことを電流という。� （小学校 4年）

�乾電池 2個のつなぎ方には直列つなぎと並列つなぎがある。� （小学校 4年）

�乾電池 2個の直列つなぎでは，乾電池 1個のときよりもモーターは速く回転する。
� （小学校 4年）

�電熱線に電流を流すと発熱する。� （小学校 6年）

�電気をよく通すのは金属である。� （中学校 1年）

�磁石のちがう極どうしは引き合い，同じ極どうしはしりぞけ合う。　�（小学校 3年）

�導線を同じ向きに何回も巻いたものをコイルという。� （小学校 5年）

�コイルに鉄しんを入れて電流を流したものを電磁石という。� （小学校 5年）

�電磁石の力を強くするには，電流を大きくするか，コイルの巻数を多くすればよ
い。また，電磁石の電流の向きを変えると，Ｎ極とＳ極は逆になる。�（小学校 5年）

�発電機の軸
じく

を回転させると，電気をつくることができる。� （小学校 6年）

�身のまわりの電気製品では，電気は熱や光，音，運動などに変えられて利用され
ている。� （小学校 6年）

�コンデンサーは，電気をたくわえる性質がある。� （小学校 6年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
新しい乾

かん

電
でん

池
ち

を使って，図のように同じ回路を

組んだところ，豆電球の明るさが異なりました。

この理由を説明してみましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しながら，どのように答
えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに答えてみましょう。
学習前後の内容を比べると，自分の成長がよくわかります！

 144 

2年p.144

ランプの森（東京都江
こう

東
とう

区）
くわしくはQRコード先から。

1 2 2 2 5
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化学変化の利用
第3章

□�還
かん

元
げん

について説明できる。
□�化学変化には熱の出入りがともなうことを説
明できる。

□実験器具や薬品を，安全に気をつけて正しく
使うことができる。

□�探究の手順や結果を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 物質の変化について原子モデルを使って仮説
を立て，仮説を確かめる実験を計画できる。
　 （学年目標）

□�実験結果について，原子・分子のモデルを使
い，分

ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

することができる。
□�探究の過程を，ほかの人に伝えることを意識
して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。

□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

花火の火薬の中には，金属原子が
ふくまれており，これがさまざま
な色合いを出す原因である。
（新潟県長

なが
岡
おか
市）

1 2 2 1 4
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� 電気をよく通すのは金属である。�
� 磁石のちがう極どうしは引き合い，同じ極どうしはしりぞけ合う。　�
� 導線を同じ向きに何回も巻いたものをコイルという。�
� コイルに鉄しんを入れて電流を流したものを電磁石という。�
� 電磁石の力を強くするには，電流を大きくするか，コイルの巻数を多くすればよ
い。また，電磁石の電流の向きを変えると，Ｎ極とＳ極は逆になる。�
� 発電機の軸

じく

を回転させると，電気をつくることができる。�
� 身のまわりの電気製品では，電気は熱や光，音，運動などに変えられて利用され
ている。�
� コンデンサーは，電気をたくわえる性質がある。�

光の性質
第1章

水滴や水面にうつる景色

□�光の反射と屈
くっ

折
せつ

の決まりを光線のモデルで説
明できる。
□�凸

とつ

レンズを使ったときできる像について光線
のモデルで説明できる。
□�光の性質や変化を，言葉・図・表を用いて記
録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。（学年目標）

□�光の変化に関係する要因と，それにともなう
変化を明らかにすることができる。

□�実験結果から，光に関わる現象を光線のモデ
ルで表現できる。

□�実験結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

5

10

15
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1 年教科書内
資料一覧

2年教科書内
資料一覧

3年教科書内
資料一覧

写真資料の例

1年p.132

２年 p.58
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探
究
活
動

؍ 特色 ۩ମ例

తҙࣝをもって観察・�実験をߦい，
科学తに探究する能力の基ૅとଶ
を育てるΑ͏に配慮されているか。

（目的意識，探究，観察・実験の技能，
科学的な思考・表現）

・�֤ 探究の導入として「気づき」が設けられており，生徒が
ࣗら՝ҙࣝをもって探究に取り組むための͘;͏があ
る。

・�探究׆ಈでは，すべてのページについて，探究の過程に
分解して表現されており，探究の資࣭・能力を身につけ
ることができる。

・�த学生の実ࡍのࣗ༝ݚ究 「ྫこの自由研究がスゴイ！」が
設けられており，ଞऀをҙࣝしながら探究のҙཉをߴめ
ることができる。

気づき

 1年 p.135，２年 p.25，２年 p.195，
　３年 p.51，３年 p.147

など

この自由研究がスゴイ！
　１年 p.11，２年 p.9，３年 p.7

観察・実験の結果を分ੳ・解ऍする
能力や，ࣗらの考͑を表現する能力
を育成できるΑ͏に配慮されている
か。

（分析・解釈，科学的思考・表現，言
語活動，ノート指導）

・�観察・実験の「結果」と「考察」のཝが分けられており，ͦ
れͧれのࢹをҙࣝさͤ，「結果」に基づいて考͑さͤる
Α͏に配慮されている。

・�観察・実験のあとに「結果」が示され，さらに「結果」から
導き出されることがらが「考察」としてまとめており，結
果を分ੳ・解ऍする能力の育成に配慮されている。

・�「Ϩϙーτྫ」がਵॴにあり，生徒がࣗら実験Ϩϙーτを
。考になるࢀ成するときの࡞

結果・考察

 １年 p.200，２年 p.40，２年 p.104，
　３年 p.92，３年 p.144

など

レポート例
　１年 p.24，１年 p.110，２年 p.232，
　３年 p.148

など

基ຊૢ࡞・基ຊٕ能のशಘについて
े分に配慮されているか。

（観察・実験の技能，言語活動，ノー
ト指導）

・�基ຊૢ࡞・基ຊٕ能については，「基本操作」と表示され
たғΈのதで，手ॱやҙ߲ࣄがていͶいにهड़されて
おり，֬実な育成ができる。

・�「グラフのかき方」などがていͶいにهड़されており，基
ૅత・基ຊతな表現力を育成できる。

・�「伝える・伝わるコツ」がࡌܝされており，ϊーτ指導，Ϩ
ϙーτ指導のิॿになる。

基本操作

 1年p.24～ 27，１年p.92，１年p.116,
　２年 p.34

など

伝える・伝わるコツ
　１年 p.9 など

についてे分に配慮されてࢭݥة
いるか。

（安全指導）

がඞཁなՕॴには，立つ「ストップ」ϚーΫをࢭݥة�・
表示して，ҙする内༰を໌示している。

・�ഇӷのॲཧなどのڥの配慮を育成するためのҙࣄ
߲も示している。

ストップ

 １年 p.73，１年 p.99，２年 p.27，
　２年 p.35，２年 p.119，３年 p.172

など

器具や材料は入手しやすいか。
（観察・実験の技能）

・�器具や材料などは，入手しやす͘，学शޮ果の面からも
༗ޮでదである。さらに，指導ཁྖにともなって৽た
に実ࢪする実験でも，すでにある器具をྲྀ用したり，ԋ
示実験ѻいにできるΑ͏にするなど，学ߍの実に߹Θ
ͤて実ࢪできるΑ͏に配慮されている。

探究

 ３年 p.57 ～ 60，３年 p.175

ཧや๏ଇのཧ解をਂめるためのもݪ
のづ͘りやقઅをม͑てのܧଓ観察
・観ଌなど，科学తなମ験やࣗવମ
験のॆ実がਤれる配慮があるか。

（ものづくり，継続観察）

・�生徒がࣗら׆ಈできるものづ͘りの内༰を「やってΈΑ
͏」としてࡌܝしている。

のは͡めにݩଓ観察・観ଌがదしている探究では，୯ܧ�・
ͦの内༰を取り出し，ࣗવମ験のॆ実がਤれるΑ͏にߏ
成されている。

やってみよう

 1 年 p.154，１年 p.164
など

継続観測・継続観察

 2 年 p.220，3年 p.188 ～ 191
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年ؒࢦಋܭըɾ評価基準

教科書紙面つき特色一覧

ʢୈ 1߸ʣ�෯いࣝと教ཆを身に
け，ਅཧをٻめるଶをཆい，๛か
なૢとಓಙ৺をഓ͏とともに，݈
やかな身ମをཆ͏こと。

（知識・理解，探究，道徳教育）

・�科学తに探究するํ๏について，ていͶいに説໌し，ま
た，ଟ༷な׆ಈが準උされている。さらに，科学తな
ࣝを身につけられるΑ͏にΘかりやすいهड़が৺がけら
れている。これらを௨͡て，科学తに探究する能力とଶ
を育むΑ͏にߏ成している。

・�特に，ר಄の「理科のトリセツ」では，ཧ科を学Ϳҙٛや
探究のํ๏をΘかりやす͘示しているとともに，ਓのҙ
をΘかりやす͘ਓに͑たりݟをฉいたり，ࣗ分のҙݟ
することをे分取り上͛ている。

理科のトリセツ

 1年 p.④～13
問題発見
　１年 p.20 ～ 21，１年 p.66 ～ 67など
しっかり仮説・しっかり計画
　２年 p.33 ～ 36，２年 p.95 ～ 98など
学び続ける理科マスター
　１年 p.60 ～ 61，２年 p.70 ～ 71，
　３年 p.128 ～ 129など

教
育
基
本
法
第
2
条

؍ 特色 ۩ମ例

ผ特色一覧؍

仕事を例にとっても，
理科は深く関わって
います。

理科を勉強して，将来
役に立つんですか？

医師・看護師・薬
やく

剤
ざい

師
し

など

でも，日常生活までは
関係ないですよね？

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，まぎらわしい
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

こんな場面で，あなた
はどのように考え，ど
う判断しますか？

プログラマー・システムエンジニアなど

プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方
法）を学ぶのも理科です。

これからの理科で，「物質の性質」「ヒトのから
だのつくりとはたらき」などを学びます。医療
に関わりたいと思っている人には必

ひっ

須
す

の知識で
す。

医師・看護師・

医
い
療
りょう IT エンジニア

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

仕事に役立てる

正しく知る

理科としての正確な知識を根
こん

拠
きょ

として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって
ください。
その基

き

礎
そ

が１年生の理科から始
まります。

血液型性格診
しん

断
だん

って，
けっこう当たるよね。

私と相性がよい人とか
わかるかな？

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け
できるって変じゃない？

昨日の地
じ

震
しん

大きかったよね。
３週間後にもっと大きな地
震がくるって。このサイト
に書いてあるよ。

え～？そんなことをあら
かじめ知る方法なんて，
ほんとにあるの？

なぜ
理科を学ぶの？

5

10

5

10

15

④

２～７の各段階で，何か気づくことや，
ふり返って考えることがあるはずです。
いつでも「１．気づき」や「８．ふり
返り」を行き来しながら，探究を進め
ていきます。

２～7までが整理できたら，内容をまと
め，レポートや発表でほかの人に知らせ
て，意見をもらいましょう。意見をもら
うと考えが深まります。これが９です。
９のとき，あなたが行った探究活動をよ
く知っているのはあなただけで，ほかの
人は知りません。知らない人でもわかる
ようにていねいにまとめることに気をつ
けます。

９まで終わったら，必ず何か新
しい問題が出ているはずです。
それが「１０．次の気づき」で
す。それをスタートにして，次
の探究を進めましょう。

10次の気づき?

探究とは，気づき と ふり返り の 

連続だ！

どのようにしたら仮説が確かめ
られるかを計画します。「数で
表すにはどうするか」「何を変
えればよいか（何を変えてはだ
めか）」「何が変わりそうか」
「どこを観察すればよいか」を
考えて，必要な道具と方法を細
かく具体的に考えます。
検証計画を考えているときに，
仮説を修正することもあります。

特に2年生で気をつける

発見した問題を，観察・実験で検証
できる「課題」の形にします。検証
するのにどのような情報が必要か，
資料などを調べましょう。
��水は何℃で沸

ふっ

とうするか。
��水が沸とうする温度は場所に
よってちがうか（調べる場所が
多すぎる）。
��ヒトは「危ない！」と思ってから，
どのくらいの速さで反応できる
か（実験に危険がある）。

課題を明らかにするために，課題
に関係する原因の見通しをもち，
課題に対する結果を予想します。
「どこを観察すれば，何が見えそ
うか」，「何を変えると，それにと
もなって何が変わりそうか」「結
果はどうなりそうか」など，具体
的に考えていくことがコツです。
仮説を考えているとき，新たな気
づきがあるかもしれません。

特に３年生で気をつける

不思議を発見する気持ちをもって，身のまわりの
ものや現象を観察し，問題を発見しましょう。

特に1年生で気をつける

どのようにしたら仮説が確かめ

4検証計画?3仮  説?2課題設定?

9伝える

??

どの過程にあっても，気づきがあれば考え直して改善することが大切です。
不思議を発見する気持ちをもって，身のまわりの

1気づき?

どの過程にあっても，常にふり返りを行って改善することが大切です。

8ふり返り?

探究レポートをかく
ときは，主として
２～７をまとめます。

探究活動の途
と

中
ちゅう

でも，終わってからでも，自分
がやっていることをふり返ります。

究の進め方究の進め方探

どうやって
理科を学ぶの？

 6 

（例）評価基準資料

ウェブ上のPDFでは，特色一覧に
該当の紙面がついています。

１Ѹ１（ᩍ⛉᭩㸸動植物の分類） 

学習ᣦᑟせ㡿の㡯目（１）いࢁいࢁな生物とその共通点 

ᩍ⛉᭩㢟㸸まで見ていたୡ⏺がኚࢃる（１３㛫㸩Ș） 

 

学ࡧの㊊㊧ 

・とはなんですか㸽生き物をどのように௰㛫分けできるか図やᩥ❶でㄝ᫂してみましࡻう。 

 

 

 

ᩍ⛉᭩㸸ࠕ動植物の分類ࠖ単ඖ体のホ౯基準 

学習ᣦᑟせ㡿㸸（１）ࠕいࢁいࢁな生物とその共通点ࠖෆᐜのまとまりࡈとのホ౯基準 

 

学習ᣦᑟせ㡿解ㄝよりᘬ用する㒊分は㯮 

知識・技能 思考ຊ、表現ຊ、判断ຊ 体的に学習にྲྀり⤌むែᗘ 

いࢁいࢁな生物の共通点と相違

点に着目しながら、（୰㡯目ྡ

→）生物の観察と分類の方、生

物の体の共通点と相違点を理解

しているとともに、それらの観

察、ᐇ㦂などに関する技能を㌟

にけている。 

㌟㏆な生物についての観察、ᐇ㦂な

どを通して、いࢁいࢁな生物の共通

点や相違点を見いだすとともに生物

を分類するための観察や基準を見出

して表現している。 

（㡯目ྡ→）いࢁいࢁな生

物とその共通点に関する

物・現㇟に㐍んで関ࢃり、見

通しをもったり振り返ったり

するなど、⛉学的に᥈✲しよ

うとしている。 

 

 

 

ᩍ⛉᭩㸸１➨ࠕ❶ ㌟㏆な生物の観察ࠖ 

１目ᶆ（）、２ホ౯基準（）、３ᣦᑟとホ౯のィ⏬（） 

 

 ڦ学習ᣦᑟせ㡿の୰㡯目（1）ア（㺏）生物の観察と分類の方の目ᶆ（）ڦ

（１）いࢁいࢁな生物の共通点と相違点に着目しながら、生物の観察、生物の特徴と分類の方につい

ての基本的な概念や原理・法則などを理解するとともに、それらの観察、ᐇ㦂などに関する技能

を㌟にけること。 

（２）生物の観察と分類の方についての観察、ᐇ㦂などを通して、いࢁいࢁな生物の共通点や相違点

を見いだすとともに、生物を分類するための観点や基準を見いだして表現すること。 

（３）生物の観察と分類の方に関する物・現㇟に㐍んで関ࢃり、⛉学的に᥈✲しようとするែᗘを

㣴うこと。 

学習にྲྀり⤌むែᗘ

いࢁいࢁな生

に関する

物・現㇟に㐍んで関ࢃり、見

ったり振り返ったり

するなど、⛉学的に᥈✲しよ

いࢁいࢁな生物の共通点と相違点に着目しながら、生物の観察、生物の特徴と分類の方につい

それらの観察、ᐇ㦂などに関する技能

いࢁいࢁな生物の共通点や相違点

いう共通点がある。 

→雌しべ、雄しべ、花弁、がくの形は、花の種類に

よって異なっている。 

２ 

導：アブラナとツツジに加えて、資料等＊から花の

共通性と多様性を振り返る。 

課：花のつくりをもとにして、植物はどのように分

類できるかを知る。 

ま：花のつくりをもとにして、被子植物という分類

が作られている。被子植物には合弁花と離弁花があ

る。 

知  

知識・技能 

【活動、ワークシート】 

植物の体の共通点と相違点につい

ての基本的な概念や原理・法則な

どを理解する。 

３ 

導：被子植物について花の特徴だけではなく、芽生

えの様子や、葉や根のつくりについて、共通点や相

違点について比較することを知る。 

展：被子植物は、さらにどのように分類できるか。  

課：ヒマワリ、アサガオ、スズメノカタビラについ

てその特徴をまとめよう。 

ま：被子植物は、双子葉類と単子葉類に分類するこ

とができる。双子葉類は離弁花類と合弁花類に分類

することができる。 

思 ◯ 

思考・判断・表現 

【活動、レポート】 

被子植物の共通点や相違点を見い

だすとともに、双子葉類をさらに

分類するための観点として、花弁

に着目することを見いだして表現

している。 

４ 

導：植物に関して学んできた共通点に対して当ては

まらない未知の植物としてマツの存在を知る。 

展：花が種をつくる器官であることから、マツにも

花があるのか考える。  

課：マツの資料等からどのような特徴の花をつける

か考えよう。 

ま：胚珠がむき出しの花を持つ。このような花のつ

くりを持つ種類をまとめて裸子植物という。 

思  

思考・判断・表現 

【活動、レポート】 

マツの資料からの被子植物の花と

比較して共通点や相違点を見いだ

し、マツを分類するための観点や

基準を見いだして表現している。 

５ 

導：これまで学習した植物の共通性は花で種子を通

ることを確認し、それに当てはまらない植物につい

て考える。 

展：植物の分類はどのようにまとめられるか。  

課：資料（イヌワラビ、ゼニゴケ）の植物はどのよ

うに分類できるのか。 

ま：図のようにまとめることができる。 

思  

思考・判断・表現 

【活動、レポート】 

植物の共通点と相違点についての

観察を通して、種子植物と比較し

てシダ植物とコケ類の共通点や相

違点を見いだすとともに、生物を

分類するための観点や基準を見い

だして表現している。 

６ 

導：共通点と相違点についての観察を通し分類でき

るということを知る。 

展：魚の煮干し、エビ、カイを用いて背骨の有無に

ついて観察し、比較する。  

課：脊椎動物は、体の特徴でどのように分類できる

か。 

ま：背骨の有無、子の生まれ方、体温などの違いを

基準にして分類できる。 

知  

知識・技能 

【活動、ワークシート】 

動物の体の共通点と相違点につい

ての背骨の有無、子の生まれ方、

体温などの違いを基準にして分類

できることを理解している。 

７ 

導：脊椎動物について子の生まれ方、体温などの違

いを基準にして分類してみることを知る。 

展：脊椎動物は、どのように分類できるか。 

課：１０種類の動物を分類してみよう。 

ま：魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類に分類す

ることができる。 

知 ◯ 

知識・技能 

【活動、ワークシート】 

脊椎動物について、子の生まれ

方、体温などの違いを基準にして

分類できる。 

８ 導：無脊椎動物についても、共通点と相違点につい 思  思考・判断・表現 

教科書紙面つきの
特色一覧はこちら

年間指導計画
一覧はこちら

評価基準
一覧はこちら
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୳ڀ（؍ɾ࣮ݧ）一覧

（例）第1学年

単元 観察・実験 材料・薬品 器具など

生物を分類する 特になし 特になし

花のつくり いΖいΖなՖ 	Ξブϥφ，ππジなどʣ ϐϯηοτ，ηϩϋϯςーϓʢ෯のいものʣ，紙，ϧーペ，
Χολー，ΧολーϚοτ

物質を加熱して分類する ࠭，৯Ԙ，ενーϧウーϧ，ϩウ，σϯ
ϓϯなど，ੴփਫ，ΞϧϛχウϜは͘

Ճ器具，೩মさ͡ ，ू気ͼん，ϏーΧー，薬さ͡ ，薬แ紙，
อޢめがͶ

未知の物質の物質名をつきとめる 特になし ີଌఆ用おもりなど，ిࢠてんͼん 	または上ࡼてんͼんʣ，
ϝεγϦϯμー，ిࢠ計ػࢉ，薬แ紙

水溶液から溶質を取り出す ԘԽφτϦウϜ，ࢎΧϦウϜ

験ࢼ 	3
験立て，ϏーΧーࢼ， 	1
，ϝεγϦϯμー，
，てんͼん，こまごめϐペοτ，Ճ器具，Թ計，ελϯドࢠి
εϥΠドΨϥε 	2
，Ψϥε，ϧーペ，薬さ͡ ，薬แ紙，
อޢめがͶ

酸素と二酸化炭素を発生させて区
別する

Ａ  ΦΩγドーϧʢ2�5ʙ 3�5ˋ過ࢎԽਫૉ
ਫʣ，ೋࢎԽϚϯΨϯʢཻঢ়ʣ，ੴփਫ

B ੴփੴ，Ԙࢎʢ5ˋʣ，ੴփਫ

験ࢼ 	4
，ΰϜͤんつきΨϥε，ΰϜͤん 	3
，ਫͦ͏ ，
めがͶޢ験立て，ϐϯηοτ，อࢼ

験ࢼ 	4
，ΰϜͤんつきΨϥε，ΰϜͤん 	3
，ਫͦ͏ ，
めがͶޢ験立て，ϐϯηοτ，อࢼ

状態変化と体積，質量の変化 ӷମのϩウ ϏーΧー 	খܕのもの 
，手܉，てんͼん，༉ੑペϯ，ް紙ࢠి，
อޢめがͶ

水とエタノールの混合物を分ける ਫ，Τλϊーϧ，Ζ紙，Ϛον，と͏ ੴ
େࢼܕ験ࢼ，験 	3
，ΰϜͤん，ΰϜ，験立て，Ψϥεࢼ，
ελϯド，ϏーΧー，σジλϧԹ計，Ճ器具，ৠൃࡼ，
ϝεγϦϯμー 	2
，ϐϯηοτ，܉手，อޢめがͶ

光の反射のしかた 特になし ચた͘さΈ，ڸ 	2
ஔ，分器，ものさしݯޫ，紙؟ํ，

光が物体を通るときの進み方 特になし Ψϥεܗํ 	またはܗΨϥε，ԁܗΨϥε 
，紙؟ํ，
ஔ，分器，ものさしݯޫ

凸レンズによってできる像の決ま
り

特になし ತϨϯζ 	যڑのΘかっているもの 
，ޫ学，ޫݯ，
εΫϦーϯ，ものさし

音の大小や高低と音源の振動との
関係

特になし Ϟϊコード 	またはΪλー，ࣗ࡞のָݭ器 


ばねの伸びと力の関係 特になし つるまきͶ，おもり	ಉ͡ॏさのものをݸ 
，ελϯド，ものさし，
ް紙

探究1

探究1

探究2

探究2

探究3

探究3

探究5

探究5

探究6

探究4

探究4

　

身
の
ま
わ
り
の
物
質

A-1

　

動
植
物
の
分
類

B-1

　

身
の
ま
わ
り
の
現
象

A-2

探究1

探究2

・�導入として「気づき」が設けられており，生徒が自ら課題意識をもって探究に取り組むための手立てとなります。
・�すべてのページについて，探究を過程に分解して表現しており，探究の資質・能力を身につける手立てとなります。
・�観察・実験のあとに，「結果」から導き出されることがらを「考察」としてまとめており，結果を分析・解釈する能力の育成に配慮しています。
・学年ごとに重点をおく探究の過程を「しっかり仮説」などとして示しています。
・薬品や器具については，従来から使用されている，手に入れやすい条件をもとに選んでいます。

特色

全学年の「探究」
一覧はこちら
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 18 

1-1

今まで
見ていた

世界が変わる

� 春になると，校庭や野原では，いろいろな植物や動物が見られるよ
うになる。� （小学校 3年，4年）

�植物のからだは，葉，茎
くき

，根�からできている。� （小学校 3年）

�花には，花びら，おしべ，めしべ，がく�がある。� （小学校 5年）

�花粉がめしべの先につくと，めしべのもとが実になり，実の中に種
子ができる。� （小学校 5年）

�ヒトは，受精卵が母親の子宮で成長してうまれる。メダカは，水中
に卵をうみ，その受精卵が変化して，子がかえる。� （小学校 5年）

�昆
こん

虫
ちゅう

のからだは�頭，胸，腹�に分けられる。� （小学校 3年）

動植物の分類

この問いに対して，これまでの学習も思い出しなが
ら，どのように答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに
答えてみましょう。学習前後の内容を比べると，自
分の成長がよくわかります！

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
～生命とはなんですか？～
生き物をどのようになかま分けできるか，

図や文章で説明してみましょう。

 19 

地層～大地から過去を読みとる～

第2章

地層～大地から過去を読みとる～

□堆
たい

積
せき

岩
がん

の種類について説明できる。
□過去の環

かん

境
きょう

や年代を推定する方法を説明でき
る。
□�拡大する部分に応じて，正しく観察器具を使
うことができる。
□�堆積岩や地層の特

とく

徴
ちょう

を，言葉・図・表を用い
て記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。 （学年目標）

□�現象を空間的に考え，平面的に表現できる。
□�現象の位置・大きさ・時間をスケールを示し
ながら図で表すことができる。

□�基準を設定し，それにもとづいて鉱物や岩石
を分類できる。

□�観察の結果，考察などを，ほかの人に伝える
ことを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

中生代（→ p.223）の砂
さ

丘
きゅう

で
できた地層（アメリカ合衆国）

 210 

紙面の紹介

1 年 p.18

1 年 p.210

30



 186  186 

3-4

地球の外に
目を向けよう

地球と宇宙

�月は球形をしていて，表面は岩石でできている。　　�（小学校 6年）

�地球をおおう大気の層を大
たい

気
き

圏
けん

という。� （中学校 2年）

�太陽や月は，東から昇
のぼ

り，南の空を通って西へと沈
しず

む。　　　　
　� （小学校 3年，4年）

�星の集まりの並び方は変わらないが，1日の中でも時刻によって
見える位置は変わる。� （小学校 4年）

�月の形は日がたつにつれ，満ちたり欠けたり変化していく。　　
　� （小学校 6年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
日本に四季がある理由を，図や文章で説明して

みましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しなが
ら，どのように答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに
答えてみましょう。学習前後の内容を比べると，自
分の成長がよくわかります！

 187 

生
せ い

態
た い

系
け い

第3章

サケをとらえたヒグマ
（アメリカ合衆国）

□生態系という見方で，生物を関連づけて説明
できる。
□生態系で物質が循

じゅん

環
かん

するしくみについて説明
できる。
□生態系における生物量のつり合いが保たれて
いることを説明できる。
□探究の手順や結果を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�探究の結果や考察にもとづいて課題や仮説を
ふり返り，探究の過程全体が無理なく適切か
を考えることができる。 （学年目標）

□探究の結果を分
ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

し，生物どうしの関
係性を見いだすことができる。

□�探究の過程を，ほかの人に伝えることを意識
して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。
□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。

□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

□�生物を大切にし，むやみに傷つけない。

どのように学びに向かうか

 114 

３年p.114

３年p.186
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クルミの果実を運ぶニホンリス

 74 

2-2

生きているとは
どういうことか

動植物の
生きるしくみ

�植物のからだは，葉，茎
くき

，根�からできている。� （小学校 3年）

�植物は，種子の中の養分をもとにして発芽する。発芽には，水，空気，温度が
関係している。� （小学校 5年）

�植物の成長には，日光や肥料などが関係している。� （小学校 5年）

�植物の葉に日光が当たるとデンプンができる。� （小学校 6年）

�根，茎，葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は，茎を通って
主に葉から水蒸気になって出ていく。� （小学校 6年）

�食物は�口，食道，胃，小腸と運ばれる間に消化される。小腸から吸収された
養分は，血液によって全身に運ばれたり，一部は肝

かん

臓
ぞう

にたくわえられたりする。
消化されなかった食物は，大腸を通って体外に出される。� （小学校 6年）

�ヒトの鼻や口から入った空気は肺に入る。肺では酸素が取りこまれて血液に入
り，血液中の二酸化炭素が体外に出される。� （小学校 6年）

�血液は，養分や酸素をからだのすみずみまで運び，からだの各部で不要になっ
た二酸化炭素などを受け取る。血液は心臓から送り出され，また心臓にもどっ
てくる。� （小学校 6年）

�ヒトのからだの中には，かたい骨がある。骨と骨のつなぎ目を関節といい，筋
肉のはたらきによってひじなどが動く。� （小学校 4年）

�脊
せき

椎
つい

動物は，哺
ほ

乳類，鳥類，は虫類，両生類，魚類に分類できる。�（中学校 1年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
生物と，養分・酸素・二酸化炭素にはどのような関わりが
ありますか。動物や植物を例にして，図や文章で説明して
みましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しながら，どのように
答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに答えてみましょ
う。学習前後の内容を比べると，自分の成長がよくわかります！

 75 

粒
りゅう

子
し

のモデルと
状態変化

第3章

冬に十勝川でできた氷が太平洋に
流れ出て，浜に打ち上げられた状態
（北海道豊

とよ

頃
ころ

町）

□�物質の状態変化を粒子のモデルで説明できる。
□�状態変化の考えで，蒸留を説明できる。
□�実験器具を，安全に気をつけて正しく使うこ
とができる。

□�物質の特
とく

徴
ちょう

や変化を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。 （学年目標）

□�実験結果について粒子のモデルやグラフを
使って考察できる。
□�実験結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

 106 

２年 p.74

１年p.106
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北アメリカプレートとユーラシアプレート
（→ p.239）が左右に分かれるといわれる
場所（アイスランド）

↑
アイスランド

 188  188 

1-4

地球は
生きている

大地の活動

�水は，高い場所から低い場所へ流れて集まる。� （小学校 4年）

�川の上流の石は大きく角ばっているが，下流の石は小さくて丸い。
　� （小学校 5年）

�雨が多く降ると流れる水の速さや水の量が増え，増水により土地の
ようすが大きく変化することがある。� （小学校 5年）

�火山が噴
ふん

火
か

すると，火山灰が降ったり，溶
よう

岩
がん

が流れ出たりする。火
山の噴火によって大地が変化することもある。� （小学校 6年）

�がけなどに見られるしま模様を地層という。地層は，れき，砂，泥
どろ

，
火山灰などからできていて，これらが層をつくっているため，しま
模様に見えることがある。� （小学校 6年）

�地層には化石がふくまれていることがある。� （小学校 6年）

�大地のずれを断層といい，断層ができるときに地震が起こる。大き
な地震が起こると，大地が大きく変化することがある。�（小学校 6年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
日本付近で地

じ

震
しん

が起こるしくみを，図や文章
で説明してみましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しなが
ら，どのように答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに
答えてみましょう。学習前後の内容を比べると，自
分の成長がよくわかります！

 189 

遺
い

伝
で ん

と進化

第2章
シソチョウ（→ p.111）の復元図
初期の鳥類で，羽毛恐

きょう

竜
りゅう

と多くの共通点がある。
近年の研究で羽毛の色素の分

ぶん

析
せき

に成功し，黒色で
あったことがわかった。

□有性生
せい

殖
しょく

・無性生殖のしくみとその特
とく

徴
ちょう

を説
明できる。
□�有性生殖のしくみとその特徴を遺伝子をもち
いて説明できる。
□�進化について説明できる。
□探究の手順や結果を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□�探究の結果や考察にもとづいて課題や仮説を
ふり返り，探究の過程全体が無理なく適切か
を考えることができる。 （学年目標）

□探究の結果を分
ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

し，生物の特徴と遺
伝子の関係性を見いだすことができる。
□�探究の過程を，ほかの人に伝えることを意識
して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。
□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。

□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。
□�生物を大切にし，むやみに傷つけない。

どのように学びに向かうか

 94 

１年p.188

３年 p.94
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３年p.226

走査型トンネル顕微鏡とよばれる機器で，
シリコンの結晶（→ p.173）を観察する
と，原子（写真中の白い粒）が規則正し
くならんでいることがわかる。（写真は
撮影後に着色している）

走査型トンネル顕
けん

微
び

鏡
きょう

を操作しているようす

0.000001mm
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2-1

極小の世界に
ズームイン

化学変化と
原子・分子

�ものを水に溶
と

かしたとき，水
すい

溶
よう

液
えき

の重さは，水の重さと溶かしたも
のの重さの和になる。� （小学校 5年）

�温度によって，物質の状態（固体，液体，気体）が変わることを状
態変化という。� （中学校１年）

�物質には，1種類の物質からできている純
じゅん

粋
すい

な物質と，いくつかの
物質が混ざり合った混合物がある。� （中学校１年）

�金属には，「電気を通しやすく，熱を伝えやすい」，「金属光
こう

沢
たく

があ
る」，「細くのびたり，うすく広がったりする」という性質がある。
　� （中学校１年）

�気体の確認方法� （中学校１年）

　・火のついた線
せん

香
こう

を入れると，激しく燃える。…酸素
　・マッチの火を近づけると，ポンという音がして燃える。…水素
　・石灰水を白くにごらせる。…二酸化炭素
�物質が状態変化するとき，体積は変化するが，質量は変わらない。
　� （中学校１年）

�砂糖，ロウ，木のように，燃えると二酸化炭素や水ができる物質を
有機物という。� （中学校１年）

�食塩，鉄のように，加熱しても燃えないか，燃えても二酸化炭素が
できない物質を無機物という。� （中学校１年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
「物質が変化する」例をあげて，粒

りゅう

子
し

のモデル

で説明してみましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しながら，
どのように答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに答
えてみましょう。学習前後の内容を比べると，自分の
成長がよくわかります！

 15 

天体の満ち欠け
第3章 地球にうつる月の影

かげ

（想像図）
太陽・月・地球が一直線にならぶことがあり，
このとき宇宙から見ると地球に月の影ができる。
影の範

はん

囲
い

にいる観測者から太陽を見上げると皆
かい

既
き

日食が見える（→ p.231）。

□月の見え方を，太陽・地球・月の位置関係に
もとづいて説明できる。

□金星の見え方を，地球，太陽，金星の位置関
係にもとづいて説明できる。

□�探究の手順や結果を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□探究の結果や考察にもとづいて課題や仮説を
ふり返り，探究の過程全体が無理なく適切か
を考えることができる。 （学年目標）

□�現象を空間的に考え，平面的に表現できる。
□�探究の結果を，天球のモデルや視点の移動な
どで分

ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

することができる。
□�探究の過程を，ほかの人に伝えることを意識
して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□�学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。

□�自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□�日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

 226 

２年 p.14
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